
45　特集　建築から歴史を語る

　

本
特
集
は
、
そ
の
記
録
と
し
て
、
当
日
の
登
壇
者
に
、
会
場
で
の
議
論
を
ふ
ま
え

つ
つ
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
原
稿
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
建
築
史
研
究
者
の
倉
方

に
よ
る
当
日
の
報
告
は
、
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
特
集
の
ド
イ

ツ
史
研
究
者
で
あ
る
他
の
三
人
の
執
筆
者
に
大
き
な
刺
激
を
あ
た
え
て
お
り
、
趣
旨

説
明
に
お
い
て
も
そ
の
議
論
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
日
の
午
後
に
は
、
登
壇
者
で
も
あ
る
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
工

学
研
究
科
の
倉
方
俊
輔
准
教
授（

1
（

の
案
内
の
も
と
、
大
阪
市
内
の
近
代
建
築
の
巡
検
を

お
こ
な
っ
た
。
中
之
島
図
書
館
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
、
安
治
川
ト
ン
ネ
ル
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
（
一
九
二
八
‐
二
〇
〇
〇
年
）
設
計

の
大
阪
市
環
境
局
舞
洲
工
場
お
よ
び
下
水
処
理
場
を
訪
れ
た
。
当
日
の
巡
検
の
模
様

に
つ
い
て
は
、http://yakitori.lit.osaka-cu.ac.jp/user/seiyoshi/

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　

注

（
1
） 

日
本
の
近
現
代
建
築
史
を
多
方
面
か
ら
再
解
釈
を
試
み
る
倉
方
氏
の
業
績
は
、
多

岐
に
わ
た
る
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
の
巡
検
と
の
関
係
か
ら
こ
こ
で
は
彼
も
共
著

者
の
一
人
で
あ
る
『
生
き
た
建
築　

大
阪
』
１
４
０
ｂ
、
二
〇
一
五
年
と
『
生
き

た
建
築　

大
阪
２
』
１
４
０
ｂ
、
二
〇
一
八
年
の
み
を
あ
げ
て
お
く
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
「
建
築
か
ら
歴
史
を
語
る
」

趣
旨
説
明
： 

北
村
昌
史
（
大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
）

報
告
１
： 

北
村
昌
史

「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
と
大
阪
市
立
大
学
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
群
」

報
告
２
： 

倉
方
俊
輔
（
大
阪
市
立
大
学
工
学
研
究
科
）

「
大
阪
の
近
代
建
築
と
変
化
す
る
機
能
・
連
想
」

報
告
３
： 

芦
部
彰
（
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
）

「
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
の
住
宅
建
設
」

コ
メ
ン
ト
： 

 

松
本
彰
（
新
潟
大
学
名
誉
教
授
）

　

二
〇
一
八
年
九
月
二
二
日
と
二
三
日
に
大
阪
市
立
大
学
を
会
場
に
第
四
一
回
ド
イ

ツ
現
代
史
学
会
が
開
催
さ
れ
た
。
北
村
昌
史
を
組
織
者
と
し
て
そ
の
二
日
目
に
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム｢

建
築
か
ら
歴
史
を
語
る
」
を
お
こ
な
っ
た
。
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
▼
特
集

　
建
築
か
ら
歴
史
を
語
る

―
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
一
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―
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建
築
か
ら
歴
史
を
語
る

―
趣
旨
説
明

北
村
昌
史

　
　
　
　

１　

建
築
か
ら
歴
史
を
語
る

　

本
特
集
の
課
題
は
、「
建
築
か
ら
歴
史
を
語
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
二
〇
世
紀
の

ド
イ
ツ
都
市
史
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
研
究
全
般
に
お
い
て
都
市
史
へ
の
関
心（

1
（

 

が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
こ
と
と
い
え

る
。
そ
の
段
階
の
都
市
史
研
究
は
、
時
期
的
に
は
一
九
世
紀
、
対
象
と
し
て
は
労
働

者
や
市
民
層
と
い
っ
た
社
会
階
層
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
た
。
一
九
九
〇
年
前
後
か

ら
は
、
都
市
内
の
制
度
、
機
構
、
装
置
の
発
展
が
関
心
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
背
景

に
は
、
市
民
層
が
労
働
者
や
社
会
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
、
ど
の
よ
う
に
都
市

を
作
り
替
え
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
題
関
心
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
、
こ
う
し

た
関
心
に
立
つ
研
究
で
は
、
都
市
社
会
内
の
切
片
を
解
明
す
る
に
と
ど
ま
り
、
次
第

に
「
都
市
」
と
い
う
枠
組
み
が
希
薄
化
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

た
だ
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
社
会
史
と
建
築
史
と
の
融
合
、
あ
る
い
は
建
築
史

の
側
か
ら
の
社
会
史
の
取
り
込
み
と
い
う
べ
き
動
向
が
う
か
が
え
る
。
よ
り
具
体
的

な
素
材
か
ら
都
市
社
会
の
変
化
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
動
向
で
あ
り
、
日
本
の
歴
史

研
究
に
お
い
て
は
二
〇
一
三
年
の
都
市
史
学
会
の
設
立
と
雑
誌
『
都
市
史
研
究
』
の

創
刊
に
結
実
し
た
と
い
え
る
。

　

ド
イ
ツ
都
市
史
に
関
す
る
こ
う
し
た
動
向
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ

げ
る
べ
き
は
、
一
九
九
七
年
に
書
か
れ
た
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ラ
ッ
ド
の
『
ベ
ル
リ
ン
の

幽
霊（

2
（

』
で
あ
ろ
う
。
帝
政
か
ら
現
代
に
い
た
る
ベ
ル
リ
ン
の
建
築
物
、
土
地
、
空
き

地
を
め
ぐ
る
力
学
の
分
析
か
ら
こ
の
都
市
の
置
か
れ
た
社
会
的
、
政
治
的
、
国
際
的

状
況
が
ク
リ
ア
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、「
壁
」、
国
会
議
事
堂
、
宮
殿
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
、
各
種
記
念
碑
で
あ
り
、

「
壁
」
を
挟
ん
で
生
じ
て
い
た
建
物
の
な
い
領
域
に
も
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
。
本

特
集
に
か
か
わ
る
論
点
に
は
ま
た
ふ
れ
る
が
、
建
築
物
を
通
じ
た
都
市
史
研
究
に
方

向
性
を
示
し
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
建
築
物
を
主
人
公
と
し
た
歴
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
欧
米
の

研
究
だ
け
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研
究

で
も
こ
の
分
野
に
関
し
て
参
照
す
べ
き
研
究
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
記
念

碑
を
め
ぐ
る
状
況
の
分
析
か
ら
、
一
九
世
紀
か
ら
現
代
に
い
た
る
ド
イ
ツ
史
を
と
ら

え
直
し
た
松
本
彰
『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ

―
戦
争
・
革
命
・
統
一（

3
（

』 

で
あ

る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
記
念
碑
に
関
す
る
研
究
は
、
彼
の
そ
れ
ま

で
の
ド
イ
ツ
統
一
研
究
、
市
民
研
究
な
ど（

4
（

を
、
広
く
文
化
史
の
問
題
意
識
と
関
係
さ

せ
る
な
か
で
、
構
想
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
特
集
で
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い

し
た
松
本
の
記
念
碑
研
究
は
、
欧
米
の
研
究
に
追
随
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の

近
現
代
ド
イ
ツ
史
研
究
が
生
み
出
し
た
独
自
の
成
果
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

こ
の
研
究
を
都
市
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
付
け
る
た
め
に
興
味
深
い

論
点
を
提
供
す
る
の
は
、
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
に
関
す
る
部
分（

5
（

で
あ
ろ
う
。
こ
の
大
聖

堂
は
、
中
世
以
来
塔
が
完
成
し
な
い
状
態
で
永
ら
く
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
世

紀
に
な
っ
て
完
成
に
向
け
て
の
機
運
が
盛
り
上
が
り
、
現
在
の
姿
に
な
る
。
松
本

は
、
た
も
と
の
鉄
橋
の
歴
代
君
主
像
も
含
め
て
、
ケ
ル
ン
大
聖
堂
を
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ

レ
ル
ン
家
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
統
一
の
記
念
碑
と
し
て
と
ら
え
て
、
分
析

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
棚
橋
信
明
「
三
月
前
期
の
自
発
的
結
社
と

し
て
の
ケ
ル
ン
大
聖
堂
建
設
協
会（

6
（

」
で
は
、
同
じ
ケ
ル
ン
大
聖
堂
完
成
に
向
け
て
の
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動
き
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
動
き
の
分
析
か
ら
ケ
ル
ン
の
市
民
の
動
向
が
探
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
両
者
の
議
論
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
論
点
が
別
に
対

立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
同
じ
建
造
物
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
点
を
少
し
別
の
観
点
か
ら
論
じ
る
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ド

イ
ツ
の
大
都
市
で
建
造
さ
れ
た
高
射
砲
台
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
大
戦
中
に
防
空
上

の
必
要
性
か
ら
建
て
ら
れ
た
高
射
砲
台
は
、
大
戦
後
解
体
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ

の
ま
ま
屹
立
し
、
あ
る
い
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
よ
う
に
、
崩
壊
し
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
高
射
砲
台
の
う
ち
こ
こ
で
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
二
つ
の
高

射
砲
台
の
再
利
用
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。
よ
く
目
に
つ
く
市
の
中
心
の
高
射
砲
台

も
現
在
で
は
再
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
周
辺
地
域
と
の
か
か
わ
り
を
よ
り

具
体
的
に
み
る
こ
と
の
で
き
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ブ
ル
ク
の
高
射
砲
台
を
と
り
あ
げ

る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ブ
ル
ク
は
、
そ
の
最
寄
り
駅
ま
で
中
央
駅
か
ら
Ｓ
バ
ー
ン
で

一
〇
分
程
度
の
乗
車
で
到
着
す
る
が
、
エ
ル
ベ
川
沿
い
の
地
域
の
た
め
土
地
が
低

く
、
洪
水
の
被
害
に
あ
い
や
す
い
た
め
居
住
地
域
と
し
て
適
さ
な
い
よ
う
に
な
り
、

近
年
で
は
住
民
の
多
く
は
ド
イ
ツ
人
以
外
と
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
住
宅
需
要
の
増
大
に
と
も
な
い
、
市
の

中
心
部
に
近
接
し
て
い
る
こ
の
地
域
の
再
開
発
が
進
ん
だ
。
ハ
ー
ド
面
で
は
、
増
水

に
強
い
住
宅
設
計
に
つ
い
て
の
様
々
な
実
験
、
あ
る
い
は
住
宅
の
新
築
や
改
築
が
お

こ
な
わ
れ
、
ソ
フ
ト
面
で
は
様
々
な
文
化
事
業
に
よ
る
外
国
人
の
ド
イ
ツ
社
会
へ
の

統
合
が
図
ら
れ
、
現
代
の
需
要
に
マ
ッ
チ
し
た
街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

位
置
か
ら
み
て
港
湾
防
衛
の
た
め
に
作
ら
れ
た
高
射
砲
台
も
、
戦
後
は
そ
の
ま
ま

で
放
置
さ
れ
て
い
た
。
地
域
全
体
が
衰
退
し
て
い
く
な
か
、
放
置
さ
れ
た
高
射
砲
台

が
建
っ
て
い
た
光
景
は
、
か
な
り
荒
涼
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
に
か
た

く
な
い
。
地
域
が
再
開
発
の
対
象
と
な
る
に
と
も
な
い
、
こ
の
高
射
砲
台
は
、
発
電

施
設
や
温
水
貯
蔵
タ
ン
ク
と
い
っ
た
施
設
が
備
わ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
基
地
に
改

造
さ
れ
、
地
域
の
再
開
発
の
な
か
で
重
要
な
役
割
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る（

7
（

。

　

同
じ
建
物
が
、
置
か
れ
た
状
況
の
変
化
の
な
か
で
そ
の
意
義
が
変
化
し
て
い
っ
た

好
例
と
い
え
る
。
建
物
そ
の
も
の
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
状
況
や
意
義
の
変
化
を

分
析
す
る
こ
と
で
建
築
物
は
歴
史
分
析
の
対
象
と
な
り
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
特
集
の
土
台
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
で
訪
問
し
た
、
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ

ッ
サ
ー
設
計
の
大
阪
市
の
ご
み
処
理
場
と
下
水
処
理
場
は
、
大
阪
へ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
誘
致
の
一
環
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
主
会
場
と
な
る
舞
洲
へ
入
る
際
の
門

の
よ
う
な
機
能
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
誘
致
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
こ
れ
ら
の
建
物
の
そ
う
し
た
機
能
は
宙
ぶ
ら
り
ん
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
舞
洲

に
隣
接
す
る
夢
洲
を
会
場
と
す
る
万
国
博
覧
会
（
二
〇
二
五
年
開
催
予
定
）
の
会
場

整
備
に
向
け
て
、
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
の
建
物
は
、
何
ら
か
の
機
能
が
割
り
当

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
安
治
川
ト
ン
ネ
ル
は
、
旧
淀
川
の
河
口

近
く
で
船
の
交
通
量
が
多
く
橋
を
架
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
河
底
に
ト
ン
ネ
ル
が
建

設
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
四
年
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は

自
動
車
も
通
行
で
き
た
が
、
一
九
七
七
年
に
車
両
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
閉
鎖
さ
れ
、

現
在
で
は
歩
行
者
や
自
転
車
だ
け
が
通
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九

年
に
は
ト
ン
ネ
ル
の
ほ
ぼ
真
上
を
阪
神
電
車
が
走
る
よ
う
に
な
っ
た
。
施
設
も
景
観

も
変
化
し
た
が
、
安
治
川
の
両
岸
を
つ
な
ぐ
機
能
に
は
変
わ
り
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
本
特
集
で
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代

に
か
け
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
介
し
た
ド
イ
ツ
都
市
史
の

試
み
を
お
こ
な
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
は
、
石
、
木
材
、
レ
ン
ガ
を
主
な
建
材
と

し
た
従
来
の
建
築
物
に
対
し
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
、
ガ
ラ
ス
を
多
用
し
た
建
築

物
で
、
直
線
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
特
徴
と
す
る（

8
（

。

　

こ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
特
質
を
倉
方
論
文
が
端
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
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特
集
の
北
村
、
芦
部
、
お
よ
び
松
本
に
よ
る
論
考
は
、
倉
方
論
文
が
試
み
て
い
る
、

二
〇
世
紀
の
建
築
の
発
展
の
図
式
も
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

筆
者
な
り
の
理
解
に
基
づ
き
倉
方
論
文
の
議
論
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

倉
方
論
文
は
、
二
〇
世
紀
の
建
築
様
式
の
変
化
を
、「
機
能
」
と
「
連
想
」
の
概

念
を
用
い
て
、「
プ
レ
モ
ダ
ン
」、「
モ
ダ
ン
」、
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
三
段

階
に
整
理
し
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
の
様
式
主
義
建
築

に
お
い
て
は
、
建
物
に
求
め
ら
れ
た
の
は
「
機
能
」
と
「
連
想
」
で
あ
る
。
そ
の
た

め
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
の
建
物
に
は
、
記
念
碑
と
し
て
の
性
質
が
備
わ
る
。
一
九
二
〇

年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の
「
モ
ダ
ン
」
の
建
築
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
で
あ
る
。
こ

の
時
期
の
建
物
で
は
「
機
能
」
の
面
が
前
面
に
出
て
く
る
。
そ
の
た
め
、「
記
念
」

の
要
素
は
背
後
に
退
き
、
建
物
は
「
構
築
物
」
に
な
る
。
こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建

築
へ
の
反
動
と
し
て
生
じ
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
建
築
は
、「
機
能
」
と
「
連
想
」

の
両
方
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
建
築
の
あ
り
方
が
変
化
す
る
に
つ
れ
、「
近
代
建
築
」
と
い
う
言
葉

が
指
し
示
す
範
囲
も
変
化
す
る
。「
近
代
建
築
」
は
、
戦
後
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま

で
は
近
代
的
な
建
築
と
し
て
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
」
を
い
い
、
現
代
は
近
代
の
建

築
と
し
て
の
幕
末
以
降
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
建
築
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

倉
方
論
文
で
は
、
大
阪
の
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」、「
モ
ダ
ン
」、
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
」
の
建
築
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
巡
検
の
際
に
訪
れ
た
建
物
に
限
定
す
れ
ば
、

「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
が
中
之
島
図
書
館
と
大
阪
市
中
央
公
会
堂
、「
モ
ダ
ン
」
が
大
阪
市

立
大
学
の
学
舎
と
安
治
川
ト
ン
ネ
ル
、
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
が
フ
ン
デ
ル
ト

ヴ
ァ
ッ
サ
ー
設
計
の
ご
み
処
理
場
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

建
築
か
ら
ド
イ
ツ
史
を
語
る

　

本
特
集
が
試
み
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
介
し
た
ド
イ
ツ
都
市
史
の
試
み
は
、
次
の

三
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
近
現
代
ド
イ
ツ
史
研
究
に
意
義
を
も
ち
え
る
。

　

第
一
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
ま
で
ド
イ
ツ
、

あ
る
い
は
欧
米
の
住
宅
建
設
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
二
〇
世
紀

半
ば
の
都
市
史
を
構
成
す
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
も
っ
て
い
る
国
際
的
経
緯
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ

は
次
の
二
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
点
目
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
、
建
築
様
式

と
し
て
国
際
的
影
響
力
を
も
ち
え
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第

二
次
世
界
大
戦
前
で
は
、
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
と
い
う
例
外
を
の
ぞ
く
と
住
宅
建
設
に

は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
公
共
建
築
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
。

一
九
三
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
大
阪
市
立
大
学
の
い
く
つ
か
の
建
物
な
ど
大
学
の
学

舎
も
そ
の
例
で
あ
る
。
戦
後
に
な
る
と
日
本
で
も
、
団
地
と
い
う
形
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
が
住
宅
建
築
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る（

9
（

。
大
戦
後
に
日
本
に
と
ど

ま
ら
ず
世
界
的
に
住
宅
建
築
の
主
流
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、

こ
う
し
た
動
き
の
一
端
を
支
え
た
の
が
、
ナ
チ
ス
政
権
の
も
と
多
く
の
建
築
家
が
亡

命
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
が
第
二
点
目
で
あ
る
。
北
村
論
文
が
あ
つ
か
う
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト

（
一
八
八
〇
‐
一
九
三
八
年
）
は
、
三
三
年
に
日
本
に
亡
命
し
、
日
本
文
化
論
の
仕

事
を
残
し
、
三
六
年
に
亡
命
先
を
ト
ル
コ
に
転
じ
る
と
、
中
等
教
育
や
高
等
教
育
の

校
舎
建
築
に
従
事
し
、
当
地
で
客
死
し
た（

（1
（

。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ

ア
・
ロ
ー
エ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
そ
の
地
で
建
築
家
と
し
て
活
動
す
る（

（（
（

。
芦

部
論
文
で
言
及
さ
れ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
建
設
に
従
事
し
た
の
ち
、
ソ
連
で
の
活
動
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を
経
て
、
三
四
年
か
ら
ア
フ
リ
カ
を
活
動
の
場
と
す
る
。
マ
イ
は
、
五
四
年
に
帰
国

し
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
で
住
宅
建
設
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
ナ
チ
ス
政
権
の
誕
生

と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
の
建
築
家
た
ち
は
様
々
な
国
際
的
契
機
の
な
か
で
活
動
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
近
年
、
一
九
四
五
年
五
月
の
降
伏
を
「
零
時
」
と
し
、
が
れ
き
の
山
か

ら
戦
後
ド
イ
ツ
が
再
出
発
し
た
と
い
う
歴
史
観
の
問
い
直
し
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
の
断
絶
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
史
の
よ
り
大
き
な
流
れ
の
な

か
で
戦
後
史
の
出
発
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
そ
う
し
た
観
点
で

研
究
を
進
め
る
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、「
零
時
」
直
前
の
時
期
の
状
況
が
、
戦
闘

の
状
況
や
空
襲
の
被
害
な
ど
を
の
ぞ
け
ば
、
史
料
状
況
の
あ
り
か
た
か
ら
十
分
明
ら

か
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
様
々
な
社
会
制
度
が
戦
争
末
期
の

混
乱
の
な
か
で
ど
の
程
度
崩
壊
し
た
の
か
が
測
り
が
た
く
、「
零
時
」
の
出
発
点
に

お
い
て
ド
イ
ツ
社
会
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
で
き
た
の
か
が
不
明
で
あ

る
。
そ
の
点
で
も
建
築
物
が
手
掛
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
す
で
に
紹
介
し
た
ラ
ッ
ド
は
、
空
爆
に
よ
っ
て
も
ベ
ル
リ
ン
の
地
下
に
あ

る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
た
と
え
ば
、
上
下
水
道
、
ガ
ス
、
電
気
、
さ
ら
に
地
下
鉄
な
ど

は
ほ
ぼ
無
傷
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。
地
下
レ
ベ
ル
で
戦
前
戦
中
か
ら
戦
後
に

か
け
て
の
連
続
性
が
み
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
一
九
世
紀
中
葉
以
来

営
々
と
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
う
し
た
地
下
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（

（1
（

が
存
続
し
て
い
な

け
れ
ば
、
戦
後
の
都
市
社
会
の
復
興
は
も
っ
と
時
間
が
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
モ

ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る
住
宅
も
、
こ
う
し
た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
戦
後
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
住
宅
建
設
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
続
け
る
こ

と
に
な
る
背
景
に
は
地
下
レ
ベ
ル
の
連
続
性
を
想
定
し
て
間
違
い
な
い
。

　

次
に
、
終
戦
直
後
の
ベ
ル
リ
ン
を
が
れ
き
の
山
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て

も
ラ
ッ
ド
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る（

（1
（

。
空
襲
な
ど
連
合
軍
の
攻
撃
に
市
内
の
地
域
ご
と

に
偏
差
が
あ
り
、
中
心
に
近
い
地
域
は
が
れ
き
の
山
と
化
し
た
と
し
て
も
、
郊
外
に

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
損
傷
を
こ
う
む
ら
な
か
っ
た
地
域
が
あ
る
。
北
村
論
文
で
と
り

あ
げ
ら
れ
る
タ
ウ
ト
の
建
築
物
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
、
彼
の
活
動
の
初
期
に

建
て
ら
れ
た
建
物
の
多
く
は
市
の
中
心
近
く
に
あ
り
、
ほ
ぼ
壊
滅
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
建
て
ら
れ
た
タ
ウ
ト
の
建
築
物
は
郊
外
に
位
置
し

て
い
る
が
、
決
定
的
に
損
傷
し
て
い
な
い（

（1
（

。「
が
れ
き
の
山
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か

ら
喚
起
さ
れ
る
よ
り
も
、
建
築
物
次
元
で
の
連
続
性
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
た
連
続
性
は
想
定
で
き
て
も
、
戦
後
社
会
の
な
か
で
建
築
物
の

置
か
れ
た
状
況
が
変
化
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
い（

（1
（

。
新
た
に
建
て
ら
れ
た
建
物
に

つ
い
て
み
る
と
、
戦
後
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
、
よ
り
徹
底
し
た
経
済
性

や
合
理
性
に
基
づ
い
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、
東
ベ

ル
リ
ン
郊
外
の
マ
ル
ツ
ァ
ー
ン
と
い
っ
た
地
区
に
建
て
ら
れ
た
高
層
住
宅
群
で
あ
ろ

う（
（1
（

。

　

西
ベ
ル
リ
ン
の
ほ
う
で
は
建
築
可
能
な
土
地
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

類
似
の
試
み
も
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
テ
ィ

ー
ア
ガ
ル
テ
ン
の
北
の
ハ
ン
ザ
地
区
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
七
年
に
建
設
さ
れ
、
三
五

軒
か
ら
な
る
こ
の
建
物
群
の
設
計
に
は
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の

弟
マ
ッ
ク
ス
・
タ
ウ
ト
の
よ
う
な
戦
前
か
ら
活
動
し
て
き
た
建
築
家
に
加
え
、
若
い

世
代
の
建
築
家
も
関
与
し
、
戦
後
の
建
築
の
あ
り
方
の
実
験
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
ン
ザ
地
区
は
、
戦
後
復
興
が
一
段
落
し
、
戦
後
の
新
な
住
宅
建
設
の
あ
り
方
が
模

索
さ
れ
た
こ
の
時
期
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
新
し
い
方
向
性
を
示
唆
し
た
も
の
と

い
え
る
が
、
ま
た
東
西
ベ
ル
リ
ン
の
境
界
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
そ
の
場
所
か

ら
西
側
社
会
の
、
東
側
へ
の
宣
伝
塔
の
機
能
も
果
た
し
て
い
た（

（1
（

。

　

他
方
、
既
存
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
つ
い
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
東
西
ベ
ル
リ

ン
に
散
在
し
て
い
た
い
タ
ウ
ト
の
住
宅
は
建
築
当
初
は
設
計
通
り
様
々
な
彩
色
が
施
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さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
は
彩
色
は
維
持
さ
れ
ず
、
褪
せ
る
に
任
せ
て
い
た（

11
（

。
合
理
性

や
経
済
性
が
前
面
に
出
る
と
、
彩
色
の
管
理
に
は
関
心
が
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
本
特
集
で
は
、
日
本
の
動
向
も
ふ
ま
え
、
一
九
二
〇

年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
都
市
史
の
動
向
を
建
築
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え

て
い
く
手
掛
か
り
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

問
題
提
起
の
最
後
に
、
二
〇
一
六
年
に
翻
訳
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
ル
ナ
ル

ト
の
『
金
持
ち
は
、
な
ぜ
高
い
と
こ
ろ
に
住
む
の
か

―
近
代
都
市
は
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
が
作
っ
た（

1（
（

』
に
ふ
れ
た
い
。
一
九
世
紀
ベ
ル
リ
ン
の
賃
貸
兵
舎
に
お
い
て
、
敷
地

の
奥
ま
で
入
り
組
ん
で
建
物
が
建
て
ら
れ
、
錯
綜
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
よ
る
都
市
空
間
構
造
の
変
化
を
指
摘

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
階
段
の
昇
降
に
と
も
な
う
各
階
の
機
能
や
社
会
階
層
の
相

違
が
消
滅
し
、
階
ご
と
の
部
屋
や
住
居
の
配
置
も
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
軸
に
整
頓
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
本
特
集
で
は
十
分
展
開
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
建
築
に

か
か
わ
る
技
術
の
進
展
が
都
市
空
間
の
変
化
に
も
た
ら
す
側
面
に
も
今
後
注
意
を
払

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

注

（
1
） 

都
市
史
研
究
の
動
向
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市

と
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
」『
西
洋
史
学
』
二
五
三
号
、
二
〇
一
四
年
参
照
。

（
2
） B

rian Ladd, The ghosts of Berlin : confronting G
erm

an history in the urban 

landscape, U
niversity of C

hicago Press 1997. 

二
〇
一
八
年
、
本
書
刊
行
後
二
〇

年
間
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
建
築
物
を
め
ぐ
る
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
章
を
加
え
た

新
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
3
） 

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
。

（
4
） 

た
と
え
ば
、
松
本
彰
「
ド
イ
ツ
『
市
民
社
会
』
の
理
念
と
現
実

―B
ürger

概

念
の
再
検
討
」『
思
想
』
六
八
三
号
、
一
九
八
一
年
、
同
「『
ド
イ
ツ
の
特
殊
な

道
』
論
争
と
比
較
史
の
方
法
」『
歴
史
学
研
究
』
五
四
三
号
、
一
九
八
五
年
、
同

「
市
民
社
会
と
国
民
国
家
、
そ
し
て
戦
争

―
ド
イ
ツ
近
代
史
に
お
け
るB

ürger

」

『Q
uadrante

』
一
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
。

（
5
） 

松
本
前
掲
書
、
六
〇
‐
六
三
頁
。

（
6
） 『
西
洋
史
学
』
二
四
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
。

（
7
） 

近
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
居
住
地
再
生
事
業
全
般
に
つ
い
て
は
、
大

場
茂
明
「
再
都
市
化
の
進
行
に
と
も
な
う
地
区
居
住
施
策
の
展
開

―
ハ

ン
ブ
ル
ク
大
都
市
圏
を
事
例
と
し
て
」『
日
本
都
市
学
会
年
報
』
五
〇
号
、

二
〇
一
六
年
参
照
。
大
場
茂
明
を
研
究
代
表
者
と
す
る
大
阪
市
立
大
学
の
日

独
国
際
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「『
住
み
ご
た
え
の
あ
る
町
』
を
つ
く
る

―
大
阪
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
市
民
文
化
に
基
づ
く
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

―
」
に
も
と
づ
き
、
筆
者
も
参
加
し
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ブ
ル
ク
の

見
学
に
つ
い
て
はw

w
w

.lit.osaka-cu.ac.jp/user/oba/inspection2011.htm
l

を
参
照
（
二
〇
一
九
年
一
月
二
九
日
閲
覧
）。

（
8
） 

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ン
デ
ル
‐
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築

―
そ
の
多
様
な

冒
険
と
創
造
』（
中
村
敏
男
訳
）
風
土
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
9
） 

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
展
開
に
つ
い
て
は
松
隈
洋
著
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築

紀
行

―
日
本
の
戦
前
期
・
戦
後
一
九
四
〇
～
五
〇
年
代
の
建
築
』
六
耀
社
、

二
〇
一
六
年
、
お
よ
び
同
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
紀
行

―
日
本
の
一
九
六
〇
～

八
〇
年
代
の
建
築
』
六
耀
社
、
二
〇
一
六
年
。

（
10
） 

タ
ウ
ト
の
経
歴
お
よ
び
研
究
史
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
に
関
す

る
研
究
の
動
向
」『
史
林
』
一
〇
〇
巻
三
号
、
二
〇
一
七
年
参
照
。
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（
11
） 
戦
時
中
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
ブ
ラ
ン
デ
ル
‐
ジ

ョ
ー
ン
ズ
前
掲
書
参
照
。

（
12
） 

高
橋
秀
寿
『
時
間
／
空
間
の
戦
後
ド
イ
ツ
史

―
い
か
に
「
ひ
と
つ
の
国
民
」
は

形
成
さ
れ
た
の
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
第
一
章
を
参
照
。

（
13
） Ladd, op. cit., p. 176-177.

（
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ベ
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リ
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お
け
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ラ
イ
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ラ
イ
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整
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に
つ
い
て
は
拙
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『
ド
イ
ツ
住
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改
革
運
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―
一
九
世
紀
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都
市
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市
民
社
会
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京
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版
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二
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介
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て
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テ
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ラ
ン
ダ
ー
「
二
〇
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）
に
お
け
る
住

宅
と
都
市
の
発
展
」（
北
村
昌
史
、
長
尾
唯
、
前
田
充
洋
共
訳
）、
中
野
隆
生
編

『
二
〇
世
紀
の
都
市
と
住
宅

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五

年
参
照
。
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井
上
周
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、
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訳
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書
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家
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
（
一
八
八
七
‐
一
九
六
五
年
）
は
ス
イ
ス
出
身
で
、
フ
ラ

ン
ス
で
活
躍
し
、
二
〇
世
紀
的
な
集
合
住
宅
の
い
ろ
い
ろ
な
試
み
を
し
た
人
と
い
え

る
。
ラ
イ
ト
（
一
八
六
七
‐
一
九
五
九
年
）
は
ア
メ
リ
カ
出
身
の
建
築
家
で
あ
る
。

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ(

一
八
八
六
‐
一
九
六
九
年)

は
ド
イ
ツ
出
身

の
建
築
家
だ
が
、
ナ
チ
ス
が
政
権
を
と
っ
た
後
し
ば
ら
く
し
て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し

た
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
（
一
八
八
三
‐
一
九
六
九
年
）
も
同
じ
で
、
ド
イ
ツ
の
建
築
家
で

あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
い
っ
た
人
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ

　

本
稿
で
あ
つ
か
う
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
に
つ
い
て
は
こ
の
三
〇
年
ほ
ど
で
再
評
価

が
進
ん
で
い
る（

3
（

。
そ
の
象
徴
的
出
来
事
は
、
二
〇
〇
八
年
に
彼
が
設
計
に
従
事
し
た

四
ケ
所
を
ふ
く
む
、
六
ケ
所
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
が
、「
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
集

合
住
宅
群
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ

ー
ド
ル
ン
グ
と
い
う
の
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
で
住
宅
街
の
こ
と
を
い
う
言
葉
で
あ

る
。
タ
ウ
ト
の
設
計
し
た
四
ケ
所
と
は
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ク
、
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル

ン
グ
、
シ
ラ
ー
パ
ル
ク
、
そ
し
て
カ
ー
ル
・
レ
ギ
ー
ン
で
あ
る（

4
（

。

　

タ
ウ
ト（

5
（

は
、
一
八
八
〇
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
生
ま
れ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建

築
を
作
り
出
し
た
新
し
い
傾
向
の
建
築
家
の
多
く
は
一
八
七
〇
～
一
八
九
〇
年
代
に

生
ま
れ
て
お
り
、
タ
ウ
ト
も
そ
の
世
代
に
属
し
て
い
る（

6
（

。
一
九
〇
八
年
に
ベ
ル
リ
ン

で
開
業
す
る
。
大
戦
前
の
代
表
的
作
品
は
、
ベ
ル
リ
ン
南
東
部
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル

ク
で
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
よ
く
見
ら
れ
た
田
園
都
市
風
の
建
築
物
で
あ
る
。
第

一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、基
本
的
に
は
建
築
家
と
し
て
の
仕
事
は
な
く
な
る
。

　

戦
後
に
な
り
一
九
一
九
年
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
建
築
顧
問
官
と
い
う
役
職
に
就
い

て
、
都
市
計
画
の
責
任
者
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
の
経
済
は
崩

代
で
い
っ
た
ん
終
わ
り
を
見
せ
た
建
築
様
式
を
い
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
特
徴
と

し
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
、
ガ
ラ
ス
を
多
用
す
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
次

世
界
大
戦
前
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
物
は
木
、
石
、
レ
ン
ガ
な
ど
を
使
っ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
新
し
い
建
築
材
料
が
多
用
さ
れ
て
い
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
の

で
、
い
う
ま
で
も
な
く
木
の
枠
を
造
っ
て
、
そ
れ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
ん
で

造
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
は
直
線
が
多
く
な
っ
て
い
く
と

い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大

衆
の
た
め
の
住
宅
建
設
と
い
う
「
機
能
」
に
特
化
し
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る

多
く
の
住
宅
が
建
て
ら
れ
た（

2
（

。

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
代
表
的
な
建
築
家
は
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
、
ラ
イ
ト
、
ミ

ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
四
人
で
あ
る
。
普
通
は
三
大
建

築
家
と
呼
ば
れ
、
最
初
の
三
人
を
い
う
。
そ
れ
に
グ
ロ
ピ
ウ
ス
を
入
れ
て
四
大
建
築

　

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
と

　
　

大
阪
市
立
大
学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
群

北
村
昌
史

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿（

1
（

は
、
趣
旨
説
明
を
う
け
て
、
ま
ず
一
九
二
〇
年
代
に
ベ
ル
リ
ン
で
建
設
さ
れ

た
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
つ
い
て
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
も
の
を
中
心
に
ふ
れ
る
。
次

に
タ
ウ
ト
の
建
築
物
と
大
阪
市
立
大
学
の
一
九
三
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
学
舎
を
対

比
し
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
国
際
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
に
置
く
。
そ
の
う
え
で
、

最
後
に
、
タ
ウ
ト
建
築
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
置
か
れ
た
状
況
を
概
観
す
る
。

　
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
」
は
、
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
は
じ
ま
り
、
大
体
一
九
七
〇
年
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壊
し
て
い
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
唯
一
評
判
を
と
っ
た
の
は
、

本
人
の
趣
味
で
は
な
い
も
の
の
、
街
の
中
心
部
と
郊
外
に
あ
る
建
物
に
め
ち
ゃ
く
ち

ゃ
な
色
を
塗
ら
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
街
の
中
心
部
の
建
物
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の

爆
撃
で
ひ
ど
く
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
残
っ
て
い
な
い
が
、
郊
外
の
住
宅
は
残
っ

て
い
て
、
現
在
、
当
時
の
彩
色
を
再
現
し
て
い
る
。

　

一
九
二
四
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
戻
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
住
宅
建
設
に
従
事
し
、

一
万
二
〇
〇
〇
戸
の
集
合
住
宅
の
部
屋
を
設
計
し
た
。
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
で
、
住
宅

政
策
の
な
か
で
建
て
ら
れ
た
住
宅
の
数
が
約
一
三
万
で
あ
っ
た
の
で
、
一
割
弱
を
タ

ウ
ト
が
設
計
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
時
期
、
大
戦
前
の
田
園
都
市
の
装
飾
的
要
素
は
次
第
に
後
退
し
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
に
よ
る
シ
ン
プ
ル
な
建
築
へ
と
タ
ウ
ト
の
設
計
も
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
時

期
の
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
は
、
次
の
四
つ
の
類
型
に
分
類
で
き
る
。
第
一
の
も

の
が
、
開
発
の
進
ん
だ
地
域
の
空
い
た
土
地
区
画
に
建
て
ら
れ
た
、
お
お
む
ね
一
つ

な
い
し
は
数
軒
の
建
物
だ
け
の
集
合
住
宅
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
が
、
カ
ー
ル
・
レ

ギ
ー
ン
や
シ
ラ
ー
パ
ル
ク
の
よ
う
に
、
複
数
の
集
合
住
宅
の
み
か
ら
な
る
大
規
模
ジ

ー
ド
ル
ン
グ
で
あ
る
。
第
三
は
、
二
戸
一
や
連
接
住
宅
な
ど
一
戸
建
て
に
近
い
構
造

の
建
物
か
ら
な
る
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
四
は
、
集
合
住
宅
と
連
接

住
宅
を
組
み
合
わ
せ
た
大
規
模
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
で
あ
り
、
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を

そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

7
（

。
こ
う
し
た
建
物
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
北
西
、

北
東
、
南
東
、
そ
し
て
南
部
を
中
心
に
三
〇
数
ケ
所
建
て
ら
れ
た（

8
（

。

　

全
部
確
か
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
で
は
住
民
に
よ
る

協
会
設
立
の
試
み
が
み
ら
れ
、
こ
う
し
た
協
会
主
催
で
祭
り
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
る（

9
（

。
た
と
え
ば
、筆
者
の
調
べ
た
ベ
ル
リ
ン
南
西
部
の
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
で
は
、

一
九
二
七
年
の
最
初
の
住
民
の
入
居
直
後
か
ら
住
民
集
会
を
組
織
す
る
動
き
が
あ

り
、
一
九
二
八
年
の
早
い
段
階
で
住
民
の
組
織
と
し
て
ツ
ェ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
・
フ
ィ

シ
ュ
タ
ー
ル
グ
ル
ン
ト
居
住
者
協
会
が
結
成
さ
れ
た
。
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
と
は
、
森

の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
建
設
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
整
備
さ
れ
た
公
園
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
協
会
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
ま
で
毎
年
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
祭

を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
祭
り
は
、
青
少
年
の
た
め
の
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
を
直

接
の
目
的
と
す
る
。
こ
の
祭
り
に
は
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
住
民
が
参
加
し
た
の
み
な

ら
ず
、
周
辺
地
域
や
ベ
ル
リ
ン
社
会
全
体
か
ら
見
物
人
が
押
し
寄
せ
た
。
三
三
年
の

ナ
チ
ス
政
権
の
成
立
に
と
も
な
い
、
開
催
主
体
で
あ
る
居
住
者
協
会
が
強
制
的
画
一

化
に
よ
り
解
散
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
同
年
以
降
は
開
催
さ
れ
な
い
。

　

以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
祭
り
に
は
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を
め
ぐ
る
対

立
の
ベ
ク
ト
ル
を
解
消
す
る
目
的
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
南
西
部
の
邸
宅
の
多
い
地
域

に
建
て
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
大
衆
向
け
の
住
宅
地
は
、
住
民
や
行
政
か
ら
抵
抗
感
を

も
た
れ
た
。
次
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
建
築
界
を
二
分
し
た
屋
根
戦
争
に
巻
き

込
ま
れ
た
。
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
は
、
新
し
い
傾
向
の
陸
屋
根
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
が
、
伝
統
的
な
屋
根
を
擁
護
す
る
建
築
家
た
ち
が
、
隣
接
し
た
土
地
に
切
妻
屋
根

の
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を
た
て
た
。
屋
根
の
形
に
と
ど
ま
ら
ず
、
建

築
を
担
当
し
た
会
社
の
背
景
に
あ
る
政
治
的
立
場
が
絡
ん
で
く
る（

（1
（

。

　

タ
ウ
ト
の
経
歴
に
戻
る
と
一
九
三
二
年
に
モ
ス
ク
ワ
に
移
る
。
大
恐
慌
に
な
り
、

建
築
家
の
仕
事
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
恐
慌
が
な
い
と
い
う
噂
の
ソ
連
に

行
っ
た
の
だ
が
、
ソ
連
の
仕
事
の
進
め
方
や
、
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
折
り
合

い
が
つ
か
な
く
て
、
ほ
と
ん
ど
仕
事
を
し
な
い
ま
ま
一
九
三
三
年
に
ド
イ
ツ
に
帰
国

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
直
前
に
ナ
チ
ス
政
権
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
政
権
に
近
い
人
物

か
ら
「
あ
な
た
は
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
伝
え
ら
れ
た
。
な

ぜ
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ナ
チ
ス
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を

嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
一
九
三
三
年
、
日
本
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
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そ
の
後
、
日
本
で
は
建
築
家
と
し
て
の
仕
事
が
全
然
回
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
日

本
文
化
論
の
本（

（（
（

を
書
い
て
、
そ
れ
ら
は
現
在
で
も
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
一
九
三
六

年
、
ト
ル
コ
に
移
住
し
、
建
築
家
と
し
て
の
仕
事
を
し
た（

（（
（

が
、
無
理
が
た
た
っ
た
の

か
、
一
九
三
八
年
に
亡
く
な
る
。
五
八
歳
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

３　

大
阪
市
立
大
学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
群

　

さ
て
、
国
際
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
発
展
の
動
き
の
な
か
で
、
大
阪
市
立
大
学

の
杉
本
キ
ャ
ン
パ
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
く
。
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
何
も
な
か
っ
た

杉
本
キ
ャ
ン
パ
ス
が
整
備
さ
れ
て
、
一
号
館
、
二
号
館
、
三
号
館
、
体
育
館
、
そ
し

て
図
書
館
が
建
て
ら
れ
る（

（1
（

。

　

大
阪
市
立
大
学
の
一
号
館
が
、
竣
工
し
た
の
は
一
九
三
四
年
で
、
そ
の
前
年
に
二

号
館
が
建
て
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
使
わ
れ
て
い
る
。
一
九
三
三
年
に
建
て
ら
れ
た

三
号
館
は
十
数
年
前
に
老
朽
化
で
壊
さ
れ
、
現
存
し
て
い
な
い
。
二
号
館
と
三
号
館

の
間
に
体
育
館
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
建
物
は
、
一
号
館
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に

立
っ
て
い
る
。
図
書
館
は
、
一
号
館
の
そ
ば
、
正
面
か
ら
み
て
左
側
に
直
角
方
向
に

建
っ
て
い
る
。
図
書
館
の
後
ろ
に
書
庫
が
あ
る
。

　

大
阪
市
立
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
設
計
し
た
の
は
伊
藤
正
文
と
い
う
、
大
阪
市
の

土
木
建
築
課
に
勤
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
人
は
早
稲
田
大
学
を
出
て
、
大
阪

市
に
勤
め
て
い
た
。
大
阪
市
立
大
学
に
縁
が
深
く
、
戦
後
の
一
九
四
九
年
に
大
阪
市

立
大
学
家
政
学
部
（
現
在
、
生
活
科
学
部
）
の
教
授
に
就
任
す
る
。
彼
の
設
計
で
有

名
で
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、大
阪
の
天
王
寺
に
あ
る
大
阪
市
美
術
館
で
あ
る
。

　

伊
藤
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
日
本
に
導
入
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
の
な
か
で

活
動
し
て
い
た
。
そ
の
動
き
の
表
れ
が
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
と
い
う

一
九
二
六
年
に
作
ら
れ
て
一
九
三
三
年
に
解
散
す
る
団
体
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
こ
の

団
体
の
一
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
団
体
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
日
本
に
も
導
入
し
よ

う
と
い
う
試
み
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
た
。
雑
誌
を
刊
行
し
、
日
本
人
の
会
員
だ
け
で

な
く
、
海
外
の
会
員
を
募
っ
て
い
た
。
形
だ
け
だ
ろ
う
が
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
な
ど
が
海
外
会
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る（

（1
（

。

　

タ
ウ
ト
は
一
九
三
三
年
、
日
本
に
亡
命
し
て
く
る
。
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

建
築
会
の
人
が
、
ド
イ
ツ
に
い
ら
れ
な
い
な
ら
日
本
に
来
て
も
ら
え
な
い
か
と
呼
ん

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
大
阪
市
立
大
学
の
建
物
と
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
建
物
を
比
較
し
て
み

る（
（1
（

。
ま
ず
両
者
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
似
て
い
る
と
い
う
の
は
ど

の
よ
う
な
理
由
な
の
か
、
具
体
的
に
伊
藤
が
設
計
し
た
と
き
の
考
え
が
残
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
タ
ウ
ト
の
設
計
し
た
建
物
と
い
う
の
は
一
九
二
〇

年
代
に
盛
ん
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
見
て
取
り
入
れ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
っ
た
建
物
を
建
て
る
と
大
体
同
じ
よ
う
な
発
想
で
建
物

を
造
っ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
は
、下
手
を
す
る
と
極
め
て
単
調
な
箱
に
し
か
な
ら
な
い
。

一
九
二
〇
年
代
で
は
タ
ウ
ト
だ
け
で
な
く
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
営
ん
で
い
る
建
築

家
も
、
ど
う
や
っ
て
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て

い
た
。
そ
の
際
、
工
法
の
工
夫
に
よ
り
建
物
に
変
化
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
公
共
施
設
な
ど
で
ピ
ロ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
空
間
が
つ
く
ら
れ
る
。
一

階
の
部
分
を
上
に
上
げ
て
、
そ
こ
は
広
い
空
間
に
し
て
、
上
の
方
は
普
通
の
構
造
物

に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
の
が
こ
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
単
純
に

円
や
斜
線
を
建
築
デ
ザ
イ
ン
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
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写
真
１
右
は
、
タ
ウ
ト
の
設
計
し
た
建
物
で
一
番
手
の
込
ん
だ
部
分
で
、
一
番
説

明
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
の
な
か
で
の
タ
ウ
ト
の

一
番
大
き
な
特
徴
は
、
色
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築

家
は
建
物
を
白
か
灰
色
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
青
、
緑
、
黄
色
な
ど
の
色
を
積

極
的
に
塗
っ
て
い
く
。

　

こ
の
建
物
の
赤
い
と
こ
ろ
が
階
段
室
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
脇
が
微
妙
に
斜
め

に
な
っ
て
い
る
。
木
枠
を
斜
め
に
置
け
ば
い
い
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
で
き
る

わ
け
だ
が
、
同
じ
工
夫
が
大
阪
市
立
大
学
の
時
計
台
の
脇
の
こ
の
部
分
で
も
施
さ
れ

て
お
り
、
斜
め
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
左
）。
こ
れ
は
、
時
計
台
の
も
つ
奥
行
き

や
存
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
部
分
の
教
室
は
若
干
使
い
づ
ら
い
。
教
室
の
な
か
が
斜
め
に
切
ら

れ
て
お
り
、
斜
め
の
椅
子
や
机
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
四
角
で
置
く
こ
と
に

な
る
。
す
る
と
、
一
番
奥
は
非
常
に
通
り
づ
ら
い
配
置
に
な
っ
て
し
ま
う
。
建
物
の

外
だ
け
を
考
え
て
、
な
か
を
考
え
て
い
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
両
翼
の
そ
れ
ぞ
れ
な
か
よ
り
、
壁
面
の
一
番
上
の
ほ
う
に
ベ
ラ
ン
ダ

の
よ
う
な
も
の
を
丸
く
造
っ
て
、
直
線
だ
け
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
下

に
、
各
階
ご
と
に
ベ
ラ
ン
ダ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
も
雨
よ
け
に
も
な
ら
な

い
。
曲
線
を
入
れ
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
建
物
の
側
面
に

も
丸
い
ベ
ラ
ン
ダ
が
造
ら
れ
て
い
る
が
、
実
を
い
う
と
飾
り
だ
け
の
ベ
ラ
ン
ダ
で
、

建
物
の
な
か
か
ら
出
ら
れ
な
い
。

　

タ
ウ
ト
の
代
表
的
な
建
築
の
一
つ
で
、
世
界
文
化
遺
産
に
な
っ
て
い
る
馬
蹄
形
ジ

ー
ド
ル
ン
グ
が
あ
る
。
馬
蹄
形
と
い
う
の
は
、
馬
の
ひ
づ
め
の
形
を
し
た
構
造
物
を

中
心
に
し
て
住
宅
街
を
造
っ
た
か
ら
付
け
ら
れ
た
。
馬
蹄
形
で
あ
る
か
ら
、
建
物
の

側
面
が
微
妙
に
曲
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
工
夫
が
、
実
は
大
阪
市
立
大

学
の
建
物
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
に
も
、
デ
ザ
イ
ン
上
の
工
夫
が
い
ろ
い
ろ
試
み
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
大
阪
市

立
大
学
の
建
物
に
も
共
通
し
て
い
る
。
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
の
な
か
に
は
、
建
物
の

前
面
を
、
真
っ
す
ぐ
に
す
る
と
単
調
に
な
る
の
で
部
分
部
分
を
前
後
さ
せ
て
、
街
並

み
の
線
を
あ
え
て
凸
凹
さ
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
シ
ラ
ー
パ
ル
ク
と
い
っ
て
、
こ

れ
も
世
界
文
化
遺
産
に
な
っ
て
い
る
建
物
で
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
っ
た
上
に
レ

ン
ガ
を
張
っ
て
い
る
が
、
レ
ン
ガ
で
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
横
の
線
が
強

シェーンランク通り（1926-1927）

写真１	 円や斜線を取り入れたデザイン



ゲシヒテ第 12号　56

調
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
え

て
、
ベ
ラ
ン
ダ
に
何
の
意
味
も
な
い
縦

の
構
造
物
を
入
れ
る
と
か
、
窓
枠
に
白

い
縦
の
線
を
入
れ
る
と
い
う
工
夫
を
し

て
い
る
（
写
真
２
）。

　

大
阪
市
立
大
学
の
一
号
館
も
似
た
よ

う
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
両
端

の
部
分
で
、
建
物
が
前
面
に
少
し
ず
れ

て
い
る
。
前
に
ず
れ
て
い
る
部
分
に
は

大
き
な
教
室
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
時
計
台
の
脇
の
部
分
で
は
窓
の

脇
に
縦
の
構
造
物
が
も
う
け
ら
れ
て
、

縦
の
線
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時

計
台
の
高
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の

と
思
わ
れ
る
。
建
物
の
両
端
の
ほ
う
は

横
の
線
が
ず
っ
と
入
れ
て
あ
る
。
こ
れ

は
、
横
の
線
を
入
れ
る
こ
と
で
広
が
り

を
示
す
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
階
段
室
で
あ
る
。
一
号

館
の
時
計
台
も
そ
う
だ
が
、
タ
ウ
ト
の

集
合
住
宅
も
階
段
室
を
き
れ
い
に
造
っ

て
い
る
。
上
か
ら
下
ま
で
ガ
ラ
ス
窓
を

並
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た

の
は
、
実
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
時
代

が
初
め
て
で
あ
る
。
レ
ン
ガ
、
石
、
木
の
時
代
は
構
造
計
算
が
し
っ
か
り
で
き
な
い

の
で
、
ガ
ラ
ス
と
い
う
も
ろ
い
建
材
に
力
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
造
れ
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
階
段
室
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
象
徴
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
。
共
有
の
ス
ペ
ー
ス
の
透
明
性
を
確
保
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

写真２	 デザイン上の工夫

ライネ通り（1925-1928） シラーパルク（1924-1930）

写真３	 建物の角

旧書庫 カール・レギーン（1928-1930）

　

建
物
の
角
の
処
理
に
つ
い
て
も
ふ
れ

て
お
く
（
写
真
３
）。
こ
れ
も
構
造
が

し
っ
か
り
と
計
算
で
き
る
か
ら
で
き
る

芸
当
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
レ
ギ
ー
ン
と

い
う
の
は
タ
ウ
ト
の
代
表
的
な
建
物
の

一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
も
世
界
文
化
遺
産

に
な
っ
て
い
る
。
建
物
の
角
の
と
こ
ろ

に
窓
を
直
角
に
造
る
こ
と
で
、
装
飾
性

を
高
め
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
の

だ
が
、
実
は
大
阪
市
立
大
学
の
建
物
で

も
、
同
じ
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
旧
書

庫
の
階
段
の
踊
り
場
の
と
こ
ろ
が
、
こ

の
よ
う
に
直
角
に
窓
ガ
ラ
ス
が
造
ら
れ

て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
印
象
を
得
る
よ

う
な
構
造
物
に
な
っ
て
い
る
。
直
角
に

組
み
合
わ
さ
れ
た
窓
か
ら
左
の
ほ
う
に

は
、
縦
の
構
造
物
を
は
さ
ん
で
、
各
階

に
四
角
と
丸
い
窓
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
書
庫
の
こ
の
面
は
、

市
大
の
建
物
の
中
で
も
か
な
り
装
飾
的
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な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

カ
ー
ル
・
レ
ギ
ー
ン
の
角
の
部
分
と
い
う
の
は
、
元
々
ど
う
い
う
構
造
物
な
の
か

と
い
う
と
、
空
間
的
に
突
き
出
て
い
る
と
い
う
点
で
、
象
徴
的
な
場
所
と
し
て
造
ら

れ
て
い
る
。
道
路
に
囲
ま
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
を
「
ロ
」
の
字
型
で
囲
ま
な
い
で
、「
コ
」

の
字
型
に
し
て
、
一
面
だ
け
空
け
て
お
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
突
き
出
た
部
分
が
、

通
り
の
こ
ち
ら
側
に
六
つ
、
反
対
側
に
は
七
つ
並
ん
で
い
る
。
四
角
い
構
造
物
を
突

き
出
し
た
だ
け
で
は
単
調
に
な
っ
て
面
白
く
な
い
の
で
、直
角
に
窓
を
組
み
合
わ
せ
、

ベ
ラ
ン
ダ
を
突
き
出
す
形
に
作
っ
て
あ
る
。
そ
の
結
果
、
通
り
か
ら
見
た
ら
非
常
に

近
未
来
的
な
楽
し
い
空
間
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。

　

旧
書
庫
の
こ
の
壁
面
も
、
空
間
的
に
突
き
出
て
お
り
、
同
じ
機
能
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
大
学
に
入
っ
て
き
た
人
に
対
し
て
空
間
的
に
突
き
出
て
い
る
の
で

は
な
い
。
正
門
か
ら
入
っ
て
見
て
も
、
旧
図
書
館
に
遮
ら
れ
て
い
て
見
え
な
い
。
こ

れ
が
本
来
見
え
る
の
は
、
一
号
館
の
教
室
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
面
は
、

一
号
館
か
ら
直
角
に
造
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
教
室
ご
と
に
見
え
る
光
景
が
違
っ

て
く
る
。
こ
の
建
物
に
一
番
近
い
所
か
ら
見
る
と
、
装
飾
的
な
壁
は
見
え
な
く
て
、

踊
り
場
の
窓
の
一
号
館
側
だ
け
見
え
る
。
一
番
遠
い
所
で
は
、
壁
の
全
体
が
見
え
る

と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
日
本
と
欧
米
に
お
け
る
相
違
も
言
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
窓
の
上
の
庇
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
す
く
な
く

と
も
タ
ウ
ト
の
建
物
で
は
こ
の
よ
う
な
も
の
は
造
ら
れ
な
い
。
多
分
、
雨
に
対
す
る

感
覚
の
違
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
基
本
的
に
日
本
で
は
、
こ
う
い
う
建
物
は

公
共
建
築
を
中
心
に
建
て
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
主
に
集
合
住
宅
に
使
わ
れ
て

い
た
。
実
を
い
う
と
日
本
の
住
宅
建
設
に
団
地
と
い
う
形
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
影

響
を
与
え
だ
す
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

同
じ
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
」
が
欧
米
と
日
本
で
現
れ
方
が
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か

と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
結
局
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
住
宅
や
建
物
を

支
え
る
要
因
が
全
然
違
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
基

本
的
に
こ
の
当
時
ま
で
木
造
の
長
屋
式
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
何
階
建
て
か
の
集
合
住

宅
ま
で
話
が
飛
ん
で
い
く
の
は
ち
ょ
っ
と
距
離
が
あ
る
と
い
う
問
題
も
指
摘
で
き
よ

う
。
実
は
住
宅
を
考
え
る
上
で
よ
り
大
事
な
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は

各
種
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る
集
合
住
宅
を
支
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
ガ
ス
が
整
備
さ
れ
た
の
は
一
八
二
五
年
で
あ
る
。
上

水
道
は
一
八
五
四
年
、
下
水
道
は
一
八
七
六
年
、
電
気
は
一
八
八
四
年
に
整
備
さ
れ

て
い
く（

（1
（

。
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
都
市
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
の
初
頭
の
段
階
で
は
、
薪
や
油
を
ど
こ
か
か
ら
手
に
入
れ
て
、
自
力
で

下
か
ら
も
っ
て
い
っ
て
、
暖
炉
で
燃
や
し
た
り
、
ラ
ン
プ
を
つ
け
た
り
し
た
。
水
も

下
で
く
ん
で
く
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
住
宅
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
世

紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る（

（1
（

か
ら
、
一
九
世
紀
で
は
階
段
を
使
っ
て
人
力
で
運
ぶ
こ
と

に
な
る
。

　

ト
イ
レ
は
な
く
、
簡
易
便
器
に
用
を
た
す
。
排
泄
物
は
窓
か
ら
出
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
空
気
が
乾
燥
し

て
い
る
の
で
、
多
分
、
耐
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
街
の
な
か
に
家
畜

な
ど
が
た
く
さ
ん
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
た
の
で
、
路
上
に
糞
尿
が
あ
っ
て
も
、
不

思
議
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
推
測
で
き
る（

（1
（

。
と
は
い
え
、
人
口
増
加
に
と

も
な
っ
て
建
物
の
構
造
が
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る（

（1
（

。

　

ベ
ル
リ
ン
で
一
九
世
紀
前
半
に
造
ら
れ
た
建
物
で
は
、
一
つ
の
階
に
三
軒
ぐ
ら
い

の
住
宅
が
入
っ
て
お
り
、
通
例
高
さ
が
四
階
ま
で
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
一
九
世
紀

後
半
に
な
る
と
、
道
路
に
面
し
た
建
物
だ
け
で
は
な
く
、
敷
地
の
奥
に
も
住
居
用

の
建
物
が
建
て
ら
れ
る
。
建
物
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
の
で
、
道
路
に
囲
ま
れ
て
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い
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
な
か
に
た
く
さ
ん
の
建
物
が
建
て
込
ん
で
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
一
つ
の
階
で
十
数
軒
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
賃
貸
兵
舎
」
と
い
う
。

　

一
九
世
紀
前
半
の
建
物
は
、一
つ
の
建
物
で
大
体
一
二
軒
ぐ
ら
い
な
の
に
対
し
て
、

一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
一
階
で
十
数
軒
、
建
物
の
大
き
さ
が
違
う
の
で
簡
単
に
比

較
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
が
五
階
建
て
、
六
階
建
て
に
な
る
の
で
、
こ
こ
に
住
む
人

数
は
、
一
九
世
紀
の
初
頭
に
比
べ
る
と
五
倍
、
六
倍
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
く
。
そ
れ

と
と
も
に
人
間
が
出
す
物
も
当
然
、
五
倍
、
六
倍
に
膨
れ
上
が
る
わ
け
で
あ
る
。
当

初
は
上
下
水
道
は
な
か
っ
た
の
で
、
ト
イ
レ
は
ま
だ
な
く
、
従
来
通
り
排
泄
物
は
処

理
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
と
く
に
排
泄
物
の
処
理
に
関
し
て
急
速
に
限
界
が
来
て
、
耐

え
ら
れ
な
く
な
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
公
共
交
通
機
関
が
ま
だ
都
市
内
交
通
の
た

め
に
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
ま
で
は
、
徒
歩
が
都
市

内
交
通
の
主
た
る
交
通
手
段
で
あ
っ
た
。
新
し
い
住
宅
を
人
口
増
に
と
も
な
っ
て
建

て
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
、
遠
く
に
は
造
れ
な
い
た
め
、
元
か
ら
あ
っ
た
街
並
み
の

す
ぐ
外
に
、
巨
大
な
建
物
を
建
て
て
対
応
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
対
応
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
急
速
に
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
整

備
さ
れ
て
い
く
。
一
世
紀
前
に
は
鉄
道
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
鉄
道
網

が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
か
、
上
下
水
道
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
上
下
水
道
網
が
整
備

さ
れ
て
い
く
。
ガ
ス
や
電
気
も
導
入
さ
れ
る
。

　

実
は
、
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
大
規
模
な
建
物
が
集
合

住
宅
と
し
て
安
定
し
て
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
要
は
、
鉄
道

で
郊
外
の
安
価
な
土
地
と
の
ア
ク
セ
ス
が
よ
く
な
る
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
ら
電
気

が
つ
く
、
蛇
口
を
ひ
ね
っ
た
ら
水
が
出
る
、
ガ
ス
の
火
が
つ
く
、
出
し
た
物
は
下
水

道
が
運
び
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
よ
う
や
く
、
五
階
建
て
、
六
階
建

て
の
建
物
で
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
現
実

に
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
は
、「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
の
時
代
に
構
築
さ
れ
た
都
市
社
会

の
仕
組
み
で
あ
る
。
建
物
の
様
式
は
変
化
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
様
式
そ
れ
ぞ
れ

を
成
り
立
た
せ
る
社
会
的
条
件
に
は
連
続
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
状
況
が
異
な
る（

11
（

。
た
と
え
ば
、
大
阪
市
で
は
、
電
気

は
一
八
八
九
年
、
ガ
ス
は
一
八
九
七
年
、
水
道
は
一
八
九
五
年
に
作
ら
れ
た（

1（
（

。
た
だ

し
、
下
水
の
整
備
が
大
幅
に
遅
れ
て
一
九
四
〇
年
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
江
戸

時
代
以
来
の
伝
統
で
、
人
間
が
出
し
た
物
は
大
事
に
し
て
、
農
家
に
も
っ
て
い
っ
て
、

農
作
業
に
使
っ
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。
費
用
の
掛
か
る
下
水
道
の
方
が
、後
回
し
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

　

大
阪
で
初
め
て
の
下
水
施
設
は
、
一
九
四
〇
年
に
作
ら
れ
た
、
西
成
区
津
守
に
あ

る
下
水
処
理
場
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
、
集
合
住
宅
で
大

き
い
も
の
を
日
本
に
建
て
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

同
潤
会
ア
パ
ー
ト（

11
（

と
い
う
、
関
東
大
震
災
の
後
に
東
京
の
方
で
造
ら
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
集
合
住
宅
の
試
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
日
本
で
は

ま
だ
、
生
活
の
面
で
も
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
の
点
で
も
、
集
合
住
宅
を
モ
ダ
ニ

ズ
ム
で
造
っ
て
い
こ
う
と
い
う
条
件
は
出
来
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

津
守
下
水
処
理
場
の
最
初
の
建
物
は
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
存
し
て
い
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る
処
理
施
設
の
建
物
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
一
番
上
の
階
に

は
住
居
が
あ
る
。
風
呂
や
共
用
の
ト
イ
レ
も
あ
り
、
当
時
は
下
水
処
理
場
の
上
で
あ

っ
て
初
め
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
住
宅
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る（

11
（

。

　
　
　
　

４　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ

　

話
を
終
戦
後
の
ベ
ル
リ
ン
に
移
そ
う（

11
（

。
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
は
東
西
ベ
ル
リ
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ン
に
散
在
し
た
が
、
建
物
の
色
彩
の
管
理
な
ど
は
な
さ
れ
ず
、
ま
た
建
物
の
多
く
は
、

建
て
増
し
な
ど
改
造
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば 
、
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を
含
む
ツ
ェ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
ア
メ
リ
カ

の
占
領
地
域
に
置
か
れ
た
。
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
多
く
の
住
居
で
も
と
の
住
民
が

別
の
住
居
に
移
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
軍
関
係
者
の
宿
舎
に
な
る
。
い
つ
の
時
期
か
不
明

だ
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
関
係
者
が
撤
退
し
た
後
、
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
祭
は
復
活
し
た
。

他
方
、
タ
ウ
ト
の
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
建
物
は
、
彩
色
も
褪
せ
る
に
任
せ
、
ま
た

多
く
は
改
造
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
状
況
は
変
わ
る
。
タ
ウ
ト
が
設
計
し
た
状
態
に
ジ
ー
ド
ル
ン

グ
の
一
部
の
建
物
を
戻
そ
う
と
い
う
動
き
が
生
じ
た
。
建
築
史
家
の
調
査
に
基
づ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
修
復
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
交
渉
が
住
民
と
行
政
の
間

で
な
さ
れ
た
。
同
様
の
動
き
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
馬
蹄
形
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
に
も
み
ら

れ
た
が
、
タ
ウ
ト
の
再
評
価
が
本
格
化
す
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
の
東
西
ベ
ル
リ
ン

の
統
一
以
降
と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
東
西
に
わ
か
れ
て
い
た
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン

グ
が
実
際
に
調
査
し
や
す
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

現
在
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
タ
ウ
ト
設
計
の
住
居
が
一
万
戸
程
度
残
っ
て
お
り
、

そ
の
多
く
は
当
初
の
状
態
に
構
造
も
彩
色
も
戻
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
世
界
文
化
遺

産
の
四
つ
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
は
、
厳
格
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ

も
、
設
計
の
通
り
建
物
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、「
プ
レ

モ
ダ
ン
」
に
建
築
が
移
行
し
た
時
期
に
重
な
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
役
割
が
終
え

た
と
き
に
、「
モ
ダ
ン
」
の
時
期
に
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
建
築
家
に
光
が
当
て
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
で
は
、
タ
ウ
ト
設
計
時
点
の
姿
を
と
ど
め
、
設
計
者
の
想
定

し
た
世
界
を
享
受
で
き
き
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
は
建
設
当
時
と
は
大
き
く
ち
が
う
。

　

ま
ず
、「
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
祭
り
」
と
同
じ
名
前
の
祭
り
は
、
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー

ル
の
公
園
に
お
い
て
、
ツ
ェ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
区
の
行
政
に
よ
る
青
少
年
育
成
の
た
め

の
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
た
。
参
加
す
る
の
は
区
に
あ
る
青
少
年
の
た
め
の
各

種
団
体
で
あ
り
、
住
民
の
祭
り
と
い
う
要
素
は
消
え
て
い
た
。
こ
の
祭
り
は
、
各
種

団
体
の
活
動
の
紹
介
と
い
う
側
面
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
住
民
主
体
で
、

各
種
の
ベ
ク
ト
ル
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
「
フ
ィ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
祭
り
」
と
い
う
名

前
を
、
二
一
世
紀
に
な
る
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
統
合
さ
れ
る
対
象
の
一
つ
で
あ
っ

た
行
政
側
が
利
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

他
方
、
住
民
は
二
〇
一
〇
年
に
彼
ら
の
組
織
と
し
て
鸚
鵡
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
協
会
を

結
成
し
、
様
々
な
催
し
を
お
こ
な
い
、
住
民
独
自
の
祭
り
を
開
催
し
た
こ
と
も
あ
る
。

協
会
は
地
域
住
民
以
外
に
も
開
か
れ
て
い
る
が
、
地
域
と
そ
の
住
民
の
た
め
に
活
動

し
て
い
る
。
か
つ
て
の
よ
う
に
住
民
の
共
同
体
を
越
え
、
ツ
ェ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
や
ベ

ル
リ
ン
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
と
は
ち
が
い
、
住
民
の
共
同
体

の
維
持
な
い
し
は
活
性
化
が
そ
の
目
的
と
な
る
。

　

最
後
に
、ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
「
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
集
合
住
宅
群
」

に
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
を
追
加
登
録
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年

に
ツ
ェ
ー
レ
ン
ン
ド
ル
フ
の
区
議
会
に
お
い
て
追
加
登
録
に
向
け
て
ア
ク
シ
ョ
ン
を

起
こ
す
こ
と
が
決
議
さ
れ
た 

。
か
つ
て
の
「
嫌
わ
れ
た
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
」
が
、
ツ

ェ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
や
ベ
ル
リ
ン
社
会
の
側
か
ら
古
き
良
き
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
を
想
起

さ
せ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

現
在
で
は
、森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
や
そ
こ
か
ら
の
派
生
物
は
、

も
と
も
と
は
様
々
な
軋
轢
が
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
さ
ら
れ
、
当
初
か
ら
普
遍
的
な
価

値
を
も
つ
ベ
ル
リ
ン
社
会
の
財
産
と
し
て
再
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
七
五
年
の
歳
月
を
経
て
、
当
時
あ
っ
た
対
抗
の
構
図
が
消
え
去
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
対
立
を
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は
ら
ん
だ
世
界
で
は
な
く
、
一
つ
の
通
常
の
生
活
の
場
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
・
ツ
ェ

ー
レ
ン
ド
ル
フ
社
会
の
な
か
で
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

　

タ
ウ
ト
の
近
年
の
再
評
価
も
、
古
き
良
き
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
記
憶
の
問
題
と

絡
ん
で
く
る
。
タ
ウ
ト
を
今
評
価
し
よ
う
と
い
う
動
き
の
背
景
に
は
、
苦
難
に
満
ち

た
ナ
チ
ス
期
や
戦
後
の
分
裂
時
代
の
前
に
あ
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
、
積
極
的

に
評
価
し
よ
う
と
い
う
視
点
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
一
九
三
三
年
に

ド
イ
ツ
か
ら
亡
命
し
た
タ
ウ
ト
は
、
政
権
を
と
っ
た
後
の
ナ
チ
ス
と
の
関
係
に
関
す

る
疑
惑
か
ら
完
全
に
自
由
と
い
え
る
。
結
局
は
亡
命
し
た
も
の
の
、
亡
命
す
る
ま
で

の
間
、
ナ
チ
ス
と
の
関
係
を
求
め
た
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ

ー
エ
と
は
状
況
が
ち
が
う
。
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
六
ケ
所
の
集
合
住
宅
の

う
ち
四
か
所
と
、
タ
ウ
ト
の
建
物
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
う

し
た
ベ
ル
リ
ン
の
過
去
に
対
す
る
記
憶
と
忘
却
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
　
　

注

（
1
） 

本
稿
は
、
以
下
の
拙
稿
の
内
容
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
特
集
の
趣
旨
に
沿
っ
て
再
構

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
な
分
析
や
典
拠
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
拙
稿
を
参

照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
社
会
史

―

『
森
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
」
中
野
隆
生
編
『
二
〇
世
紀
の
都

市
と
住
宅

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
拙
稿
「
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
」
尾
関
幸
編
『
ベ
ル
リ
ン

―
砂
上
の
メ
ト
ロ

ポ
ー
ル
（
西
洋
近
代
の
都
市
と
芸
術 

五
）』
竹
林
舎
、
二
〇
一
五
年
、
お
よ
び
拙

稿
「
嫌
わ
れ
た
住
宅
地
の
社
会
史

―
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
設
計
『
森
の
ジ
ー
ド

ル
ン
グ
』」
大
場
茂
明
・
大
黒
俊
二
・
草
生
久
嗣
編
『
文
化
接
触
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
コ
ン
フ
リ
ク
ト

―
Ｅ
Ｕ
諸
地
域
に
お
け
る
環
境
・
生
活
圏
・
都
市
』
清
文

堂
、
二
〇
一
八
年
。

（
2
） 

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ン
デ
ル
‐
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築

―
そ
の
多
様
な

冒
険
と
創
造
』（
中
村
敏
男
訳
）
風
土
社 

、
二
〇
〇
六
年
。

（
3
） 

拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
に
関
す
る
研
究
の
動
向
」『
史
林
』
一
〇
〇
巻
三

号
、
二
〇
一
七
年
参
照
。

（
4
） M

arkus Jager, Siedlungen der Berliner M
oderne, D

eutscher K
unstverlag 

2008.

（
5
） 

タ
ウ
ト
の
伝
記
研
究
と
し
て
は K

urt Junghanns, Bruno Taut, 1880-1938. 

Architektur und sozialer G
edanke, 3., überarbeitete und erg. A

ufl., B
erlin 

1998; U
nda H

örner, D
ie Architekten Bruno und M

ax Taut. Zw
ei Brüder - zw

ei 

Lebensw
ege, B

erlin 2012

が
あ
る
。
簡
潔
に
は
前
掲
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ

ト
に
関
す
る
研
究
の
動
向
」
第
一
章
参
照
。

（
6
） 

ブ
ラ
ン
デ
ル
‐
ジ
ョ
ー
ン
ズ
前
掲
書
の
ほ
か
、
彰
国
社
編
、
五
十
嵐
太
郎
他
著

『
モ
ダ
ニ
ス
ト
再
考

―
建
築
の
二
〇
世
紀
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た　

海
外
編
』

彰
国
社
、
二
〇
一
六
年
。

（
7
） 

タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
類
型
分
け
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・

タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
社
会
史
」、
二
二
九
頁
参
照
。

（
8
） 

拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
ベ
ル
リ
ン
の
住
環
境

―
一
九
二
〇
年
代
後
半
の

ジ
ー
ド
ル
ン
ク
建
設
を
中
心
に
」『
史
林
』
九
二
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
九
〇

頁
。

（
9
） 
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ク
の
祭
り
に
つ
い
て
はK

laus N
ovy , B

arbara von N
eum

ann-

C
osel(H

g.), Zw
ischen Tradition und Innovation. 100 Jahre Berliner Bau 

und W
ohnungsgenossenschaft von 1892, B

erlin 1992, S. 60-67

、
馬
蹄
形

ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
祭
り
に
つ
い
て
はH

enning H
olsten, N

eues B
auen – N

eues 
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W
ohnen – N

eue Feste. V
ision und W

irklichkeit urbaner G
em

einschaftsrituale 

am
 B

eispiel der H
ufeisensiedlung in B

erlin-B
ritz, in: Paul N

olte(H
g.), D

ie 

Vergnügungskultur der G
rossstadt. O

rte, Inszenierungen, N
etzw

erke (1880-

1930), K
öln 2016

、
ベ
ル
リ
ン
北
部
に
あ
る
フ
ラ
イ
エ
・
シ
ョ
レ
の
祭
り
は

R
enate A

m
ann/ B

arbara von N
eum

ann-C
osel, Freie Scholle - Ein N

am
e w

ird 

Program
m

. 100 Jahre gem
einnützige Baugenossenschaft “Freie Scholle” zu 

Berlin EG
, B

erlin: Edition A
rkadien, 1995

を
参
照
。

（
10
） 

前
掲
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
ジ
ー
ド
ル
ン
グ
の
社
会
史
」、
前
掲
拙
稿

「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
」、
お
よ
び
前
掲
拙
稿
「
嫌
わ
れ
た
住
宅
地
の

社
会
史
」。

（
11
） 

和
文
で
『
ニ
ッ
ポ
ン

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
眼
で
観
た
』（
一
九
三
四
年
）
や

『
日
本
文
化
私
観
』（
一
九
三
六
年
）、
そ
し
て
離
日
直
後
に
英
文
のH

ouses and 

People of Japan, Tokyo 1937

が
出
版
さ
れ
、
ト
ル
コ
に
移
住
後
も
、
編
纂
も
の

で
あ
る
が
、
岩
波
新
書
か
ら
篠
田
英
雄
訳
で
『
日
本
美
の
再
発
見
』（
一
九
三
九

年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

ト
ル
コ
時
代
の
タ
ウ
ト
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
」『
フ
ェ
ネ
ス
ト
ラ　

京
大
西
洋
史
学
報
』
第
二
号
、
二
〇
一
八
年

参
照
。

（
13
） 

中
嶋
節
子
「
大
阪
市
立
大
学
杉
本
キ
ャ
ン
パ
ス
の
近
代
建
築
に
つ
い
て

―
近

代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
紀
要
』

四
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
14
） 

こ
の
団
体
に
つ
い
て
は
、「
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
に
お
け
る
伊

藤
正
文
の
活
動
と
建
築
理
念
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』

五
六
六
号
、
二
〇
〇
三
年
な
ど
、
笠
原
一
人
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

（
15
） 

タ
ウ
ト
の
建
築
物
と
大
阪
市
立
大
学
の
学
舎
の
比
較
は
、
す
で
に
拙
稿
「
日
本
の

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
み
た
世
界
の
歴
史

―
関
西
学
院
大
学
西
宮
上
ケ
原
キ
ャ

ン
パ
ス
と
大
阪
市
立
大
学
杉
本
キ
ャ
ン
パ
ス
」『
関
学
西
洋
史
論
集
』
四
一
号
、

二
〇
一
八
年
で
試
み
て
お
り
、
本
章
の
叙
述
も
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
写
真
の
類
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
の
で
、
建
物
の
写
真
に
つ
い
て
は
適
宜
同
論

文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ド
イ
ツ
住
宅

改
革
運
動

―
一
九
世
紀
の
都
市
化
と
市
民
社
会
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
、
六
六
‐
六
九
頁
参
照
。

（
17
） 

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ト
『
金
持
ち
は
、
な
ぜ
高
い
と
こ
ろ
に
住
む
の
か

―
近
代
都
市
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
作
っ
た
』（
井
上
周
平
、
井
上
み
ど
り
訳
）、

柏
書
房
、
二
〇
一
六
年
。

（
18
） 

こ
う
し
た
状
況
か
ら
発
す
る
悪
臭
へ
の
感
覚
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ

ン
・
コ
ル
バ
ン
『
に
お
い
の
歴
史

―
嗅
覚
と
社
会
的
想
像
力
』（
山
田
登
世

子
、
鹿
島
茂
訳
）、
新
評
論
、
一
九
八
八
年
参
照
。

（
19
） 

一
九
世
紀
ベ
ル
リ
ン
の
住
宅
の
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
は
拙
著
、
七
〇
頁
参
照
。

（
20
） 

日
本
の
排
泄
物
の
処
理
の
歴
史
に
つ
い
て
は
屎
尿
・
下
水
研
究
会
編
著
『
ト
イ

レ

―
排
泄
の
空
間
か
ら
見
る
日
本
の
文
化
と
歴
史 

＝ Toilet

』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
一
六
年
参
照
。

（
21
） 

電
気
と
ガ
ス
の
導
入
年
に
つ
い
て
は
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
「
大
阪
電
灯
」
と
「
大

阪
ガ
ス
」
の
項
目
、
上
下
水
道
に
つ
い
て
大
阪
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
22
） 
橋
本
文
隆
、
内
田
青
蔵
、
大
月
敏
雄
編
、
兼
平
雄
樹
写
真
『
消
え
ゆ
く
同
潤
会
ア

パ
ー
ト
メ
ン
ト

―
同
潤
会
が
描
い
た
都
市
の
住
ま
い
・
江
戸
川
ア
パ
ー
ト
メ
ン

ト
』
新
装
版
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
23
） 

筆
者
が
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
に
な
り
、
二
〇
一
七
年
二
月
一
七
日
に
お
こ
な
っ
た
国

際
セ
ミ
ナ
ー
「
環
境
史
・
環
境
誌
の
中
の
合
同
生
活
圏
」
の
際
の
、
津
守
下
水
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処
理
場
を
は
じ
め
、
太
閤
下
水
や
狭
山
池
の
見
学
の
模
様
は
、http://yakitori.lit.

osaka-cu.ac.jp/user/seiyoshi/um
w

eltgeschichtesym
posium

_inhalt/#m
ore-1106

参
照
。
水
洗
ト
イ
レ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
と
す
る
バ
ー
ミ
ン
ガ

ム
大
学
の
フ
ラ
ン
ク
・
ユ
ー
ケ
ッ
タ
の
論
考
を
ふ
く
む
、
こ
の
国
際
セ
ミ
ナ
ー
の

成
果
は
、U

rbanScope, 9, 2018

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://urbanscope.lit.

osaka-cu.ac.jp/journal/vol.009.htm
l

）。

（
24
）
本
章
の
記
述
は
、
前
掲
拙
稿
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
集
合
住
宅
」
第
三
章
の
叙

述
を
特
集
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
き
た
む
ら　

ま
さ
ふ
み
・
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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も
の
だ
。
主
体
と
な
っ
た
の
は
福
岡
県
北
九
州
市
で
あ
り
、
こ
の
市
の
経
緯
そ
の
も

の
が
、
時
代
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
高
度
成
長
期
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
あ
る

一
九
六
三
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近
代
工
業
の
発
達
に
伴
っ
て
発
展
し
た
門
司
市
、
小

倉
市
、
戸
畑
市
、
八
幡
市
、
若
松
市
の
五
市
に
よ
る
新
設
合
併
で
誕
生
。
三
大
都
市

圏
や
県
庁
所
在
地
以
外
で
は
初
の
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
た
が
、
高
度
成
長
期
以
降

は
政
令
指
定
都
市
の
中
の
人
口
減
少
率
や
高
齢
化
率
に
お
い
て
有
名
と
な
り
、
近
年

は
逆
に
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
や
住
み

や
す
さ
な
ど
で
、
衰
退
す
る
地
方
都
市
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

近
代
以
前
に
は
寒
村
だ
っ
た
場
所
に
、
門
司
港
が
建
設
さ
れ
、
日
本
の
工
業
化
に

伴
っ
て
発
展
し
、
や
が
て
工
業
と
い
う
存
在
が
都
市
の
後
景
に
退
い
て
、
同
じ
福
岡

県
で
あ
れ
ば
商
業
都
市
の
福
岡
市
が
人
気
の
中
心
と
な
っ
て
門
司
港
も
北
九
州
市
も

衰
退
す
る
と
、
そ
う
し
た
機
能
を
超
え
た
も
の
を
求
め
る
人
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す

る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
こ
に
お
い
て
建
築
の
扱
い
が
変
化
す
る
。
現
在
「
近
代
建
築
」
と
一
般
的
に
称

さ
れ
て
い
る
プ
レ
モ
ダ
ン
の
建
築
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
が

変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

門
司
港
は
機
能
面
だ
け
で
は
解
釈
で
き
な
い
よ
う
な
立
派
さ
で
作
ら
れ
、
そ
れ
が

幸
か
不
幸
か
高
度
成
長
期
以
降
に
街
が
発
展
し
な
か
っ
た
た
め
に
国
内
で
も
貴
重
な

現
存
例
と
な
り
、
や
が
て
観
光
戦
略
の
一
環
と
位
置
付
け
ら
れ
て
、
今
そ
う
し
た
保

存
例
の
先
駆
と
し
て
改
め
て
本
格
的
に
保
存
修
復
を
受
け
た
。
そ
の
他
の
門
司
港
レ

ト
ロ
地
区
に
含
ま
れ
る
建
築
も
、
同
様
の
時
流
の
中
で
推
移
し
て
き
た
。

　

旧
大
阪
商
船
門
司
支
店
（
一
九
一
七
年
）
は
灯
台
を
思
わ
せ
る
姿
が
水
面
に
映
え

る
。
戦
前
の
三
大
海
運
会
社
の
一
つ
で
あ
る
大
阪
商
船
が
、
当
地
に
意
匠
性
に
優

れ
た
支
店
を
開
設
し
て
い
る
こ
と
に
、
近
代
に
得
た
門
司
港
の
地
位
の
高
さ
が
伺

え
る
。
用
途
を
失
い
、
解
体
予
定
だ
っ
た
が
、
門
司
港
レ
ト
ロ
事
業
で
救
わ
れ
、

表
す
予
定
で
あ
る
。
門
司
港
は
一
九
一
六
年
に
は
出
入
港
船
舶
数
で
横
浜
や
神
戸
を

し
の
ぎ
、
日
本
一
に
な
っ
た
。
栄
華
を
誇
っ
て
い
た
当
時
、
一
九
一
四
年
に
門
司
港

の
玄
関
口
と
し
て
完
成
し
た
の
が
門
司
港
駅
だ
。
戦
前
に
は
駅
舎
の
格
付
け
が
あ

り
、
そ
れ
に
応
じ
て
必
要
な
規
模
や
設
備
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
最
上
級
の
一
等
駅

は
一
九
二
一
年
時
点
で
、
全
国
五
四
駅
を
数
え
た
。
門
司
港
駅
は
、
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
の
他
の
一
等
駅
と
な
る
と
、
現
存
し
て
い
る
の
は
、
例
外
的
な
規
模
が
与
え

ら
れ
た
東
京
駅
（
一
九
一
四
年
）
だ
け
だ
。

　

門
司
港
駅
は
一
九
八
八
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
鉄
道
駅
舎
と
し

て
は
日
本
で
初
め
て
だ
っ
た
。
東
京
駅
の
重
要
文
化
財
指
定
は
後
年
の
二
〇
〇
三
年

で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
年
と
門
司
港
レ
ト
ロ

事
業
の
開
始
年
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
だ
。
同
事
業
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
港
湾

と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
門
司
港
が
、
文
化
財
指
定
を
契
機
に
観
光
化
を
図
っ
た

　

大
阪
の
近
代
建
築
と
変
化
す
る
機
能
・
連
想

倉
方
俊
輔

　
　
　
　

１　

時
代
の
変
化
の
典
型
例
と
し
て
の
「
門
司
港
レ
ト
ロ
」

　

大
阪
の
「
近
代
建
築
」
の
変
化
を
述
べ
る
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
、
福
岡
県
北
九

州
市
で
一
九
八
八
年
に
始
ま
っ
た
「
門
司
港
レ
ト
ロ
」
事
業
に
触
れ
た
い
。
こ
の
行

政
を
中
心
に
民
間
事
業
者
も
加
わ
っ
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
、
建
築
に
お
け
る
「
プ

レ
モ
ダ
ン
」、「
モ
ダ
ン
」、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
変
化
が
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
と

考
え
る
た
め
だ
。

　

門
司
港
駅
（
一
九
一
四
年
）
を
見
よ
う
。
現
在
、
二
〇
一
二
年
に
始
ま
っ
た
保
存

修
理
工
事
の
最
終
段
階
で
あ
り
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
は
創
業
当
時
の
威
容
が
姿
を
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一
九
九
九
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

三
井
倶
楽
部
（
一
九
二
一
年
）
は
、
三
井
物
産
門
司
支
店
の
社
交
場
と
し
て
建
設

さ
れ
た
。
本
格
的
な
洋
館
の
つ
く
り
で
、
来
日
し
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
多
く

の
賓
客
が
訪
れ
た
と
い
う
逸
話
を
し
の
ば
せ
る
。
こ
れ
も
解
体
予
定
だ
っ
た
が
、

一
九
九
〇
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
、
一
九
九
四
年
に
現
在
の
場
所
に

移
築
保
存
、
公
開
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

戦
後
の
高
度
成
長
期
の
中
で
、
近
代
的
で
な
い
と
み
な
さ
れ
て
、
な
い
が
し
ろ

に
さ
れ
て
き
た
建
築
が
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
、
商
業
的
な
価
値
も
ま
と
っ
て

い
く
。
そ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
新
た
な
建
物
も
建
設
さ
れ
た
。
門
司
港
ホ
テ
ル

（
現
・
プ
レ
ミ
ア
ホ
テ
ル
門
司
港
、
一
九
九
八
年
）
は
、
ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ
の
設
計

に
よ
り
、
門
司
港
レ
ト
ロ
事
業
の
一
環
と
し
て
完
成
し
た
。
ロ
ッ
シ
は
一
九
六
〇
年

代
か
ら
、
機
能
性
を
重
視
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
し
、
そ
れ
と
は
異
な
る
視
点
を
提

示
す
る
理
論
家
と
し
て
世
に
出
た
イ
タ
リ
ア
の
建
築
家
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
以
降

は
実
作
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で
も
福
岡
市
の
ホ
テ
ル
・
イ

ル
・
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
（
一
九
八
九
年
）
な
ど
い
く
つ
か
の
作
品
を
設
計
し
た
。
い
わ
ゆ

る
バ
ブ
ル
期
の
日
本
で
は
、
海
外
の
有
名
建
築
家
に
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
す
る

こ
と
が
流
行
っ
た
。
ロ
ッ
シ
も
そ
う
し
た
時
代
の
お
け
る
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な

い
し
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
家
の
一
人
と
し
て
国
内
で
は
認
識
さ
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　

以
上
、
こ
う
し
て
北
九
州
の
一
点
か
ら
二
〇
世
紀
を
中
心
と
し
た
時
代
の
流
れ
を

概
略
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
整
理
可
能
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

２　

変
化
す
る
機
能
・
連
想
の
概
略

　

ロ
ッ
シ
の
主
著
で
あ
る
『
都
市
の
建
築
』（
一
九
六
五
年
、
日
本
語
訳
一
九
九
一

年（
1
（

）
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
都
市
を
考
え
る
の
に
、
建
築
の
、
ひ
い
て
は
都
市
空
間
の
、
発
生
的
機
能

の
体
系
の
産
物
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
、
今
一
つ
は
、
そ
れ
を
一
個
の
空
間

構
造
と
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉
も
と
よ
り
私
は
こ
の
後
者
の
観

点
か
ら
出
発
す
る
」。

　

彼
の
空
間
構
造
と
は
人
々
の
記
憶
に
つ
な
が
り
、
想
念
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
都
市
と
は
機
能
主
義
で
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
記
憶
に
ま
つ
わ
る
の
だ

と
言
う
。

　

形
の
持
つ
連
想
効
果
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
建
築
は
重
視
し
て
い
た
。
銀

行
は
銀
行
ら
し
く
、
倶
楽
部
は
倶
楽
部
ら
し
か
っ
た
。
世
界
と
は
西
洋
の
こ
と
で

あ
り
、
世
界
と
つ
な
が
る
都
市
は
西
洋
的
な
顔
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
過
去
か
ら
の
連
想
の
効
果
が
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
。
当
時
は
、
過
去
の
建
築

を
「
様
式
」
で
整
理
す
る
思
考
が
、
そ
れ
を
保
証
し
た
。
様
式
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性

格
が
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
に
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
実
（
あ
る
い
は
事
実
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
）
か
ら
の
連
想
を
基
軸
に
し
て
い
る
。
新
し
く
建
つ
べ
き
建

物
の
役
割
や
場
所
性
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
適
切
に
選
択
し
た
り
、
折
衷
し
た
り
す
る

能
力
が
一
九
世
紀
の
建
築
家
に
は
求
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
建
築
を
「
様
式
主
義
建

築
」
と
総
称
で
き
る
。
世
紀
末
に
な
る
と
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
や
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ

ュ
テ
ィ
ー
ル
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
都
市
で
一
世
を
風
靡
す

る
。
過
去
に
縛
ら
れ
な
い
デ
ザ
イ
ン
が
時
代
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
と
は

い
え
、
そ
れ
ら
も
「
様
式
」（
ス
タ
イ
ル
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
）
と
い
う
思
考
と
の
連

続
性
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
「
記
念
碑
」
で
あ
る
。
以
上
の
時
代
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の
建
築
は
そ
れ
に
相
対
的
に
近
い
。
記
念
碑
が
記
憶
に
つ
な
が
り
、
想
念
を
喚
起
さ

せ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
形
が
西
洋
と
い
う
共
同
体
に
対
し
て
有
す
る
連
想
を
基
軸

と
す
る
様
式
主
義
建
築
も
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
た
だ
し
、
建
築
は
機
能
を

欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
機
能
＋
連
想
」
の
図
式
と
し
て
、
第
二
次

世
界
大
戦
以
前
に
主
流
だ
っ
た
建
築
を
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
明
確
な
姿
を
と
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
以

後
に
世
界
の
主
流
と
な
る
の
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
」
と
現
在
、
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
だ
。「
様
式
」
に
基
づ
い
た
考
え
方
の
否
定
が
、
そ
の
大
前
提
で
あ
る
。
建
築
が

何
か
の
行
為
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
物
体
を
構
築
す

る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
注
力
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
過
去
か
ら

の
連
想
な
ど
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
思
考
だ
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
特
色

は
、
様
式
主
義
建
築
な
ど
既
往
の
建
築
観
念
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
す
る
際
に
、

近
代
的
、
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
先
ほ
ど
様
式
主
義

建
築
を
「
記
念
碑
」
と
関
連
さ
せ
た
の
と
同
程
度
に
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
「
構

築
物
」
に
近
づ
い
た
存
在
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
建
築
は
形
の
意
味
を
ゼ
ロ
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
で
は
、
形
は
機
能
の
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ

る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
機
能
の
表
現
で
あ
っ
た
り
、
機
能
を
連
想
さ
せ
た
り
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
良
質
の
様
式
主
義
建
築
が
決
し
て
行
き
着
け
な

い
過
去
へ
の
憧
れ
を
原
動
力
と
し
て
き
た
と
し
た
ら
、
意
匠
面
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
の
前
進
が
、
即
物
的
な
機
能
で
形
が
決
定
さ
れ
る
構
築
物
へ
の
ロ
マ
ン
に
後

押
し
さ
れ
た
面
が
無
い
と
は
言
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
機
能
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
要
約
で
き
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
動
向
は
、
建
築
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
機
能
主
義
か
ら
の
脱

却
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
以
前
の
時
代
の
建
築
が
、

専
門
的
お
よ
び
社
会
的
な
評
価
を
全
面
的
に
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
並
行
し
て
、
狭
い
主
義
主
張
と
し

て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
乗
り
越
え
で
あ
る
と
し
て
、
建
築
の
多
様
な

形
が
提
案
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
が
過
去
の
再
演
で
あ
っ
た
り

な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
以
上
に
重
要
な
の
は
「
連
想
」
の
効
果

を
再
び
導
入
し
た
こ
と
だ
。
ロ
ッ
シ
の
門
司
港
ホ
テ
ル
と
『
都
市

の
建
築
』
に
よ
っ
て
端
的
に
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で

あ
る
。
門
司
港
ホ
テ
ル
は
も
ち
ろ
ん
機
能
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
形
は
西
洋
の
古
典
建
築
や
魚
、
門
と
い
っ
た
個
人
的
で
あ
り
集

団
的
な
連
想
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
都
市
の
建
築
』
に
通
じ

る
。「
機
能
＋
連
想
」
の
図
式
と
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
は

示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
経
て
い
る

だ
け
に
、
様
式
主
義
建
築
の
よ
う
な
社
会
的
、
包
括
的
な
拘
束
力

は
無
い
。
集
団
的
な
連
想
よ
り
も
、
個
人
的
な
連
想
に
お
い
て
優

っ
て
い
る
。
様
式
主
義
建
築
が
今
、
一
般
の
人
々
に
も
人
気
だ
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
後
者
の
連
想
効
果
に
よ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

約 〜 1920 年代 プレモダン（様式主義建築）機能 ＋ 連想 ≒ 記念碑

約 1920 〜 1970 年代 モダン（モダニズム建築） 機能 ≒ 構築物

約 1970 〜 1990 年代 ポストモダン 機能 ＋ 連想

門
司
港
レ
ト
ロ
事
業
は
そ
の
走
り
で
あ
り
、
後
段
で
述
べ
る
大
阪
の
「
近
代
建
築
」

を
中
心
と
し
た
近
年
の
動
き
は
そ
の
最
新
版
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
近
代
建
築
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
た
い
。「
近
代
建
築
」
と
い
う
語
は

現
在
、
開
国
以
降
に
導
入
さ
れ
た
意
匠
を
伴
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
建
て

ら
れ
た
建
築
を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
完
全
に
和
風
に
見
え
る
も
の
が
除
か
れ

る
以
外
は
、
近
代
（
一
八
五
四
～
一
九
五
四
）
に
建
設
さ
れ
た
建
築
す
べ
て
が
入

る
。
価
値
判
断
を
抜
き
に
し
た
時
代
概
念
と
し
て
、
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
の
擬
洋
風
建
築
や
、
大
正
末
か
ら
の
モ
ダ
ン
・
ム
ー
ブ

メ
ン
ト
の
建
築
も
含
ま
れ
る
が
、
中
核
は
歴
史
的
な
意
匠
に
根
ざ
し
た
様
式
主
義
建
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築
と
な
る
。
た
だ
し
、
か
つ
て
（
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
か
ら
一
九
八
〇
年
代
頃

ま
で
）
は
「
近
代
建
築
」
が
現
在
で
言
う
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
」
に
近
い
意
味
で
流

通
し
て
い
た
。「
近
代
建
築
」
の
意
味
が
、
対
照
的
と
言
え
る
も
の
に
転
じ
た
過
程

に
つ
い
て
は
、
以
前
に
考
察
し
た（

2
（

。

　
　
　
　

３　

大
阪
の
プ
レ
モ
ダ
ン

　

こ
こ
か
ら
大
阪
の
建
築
の
流
れ
を
、
基
本
的
に
現
存
す
る
も
の
を
通
し
て
略
述
し

た
い
。

　

明
治
維
新
後
、
造
幣
局
が
大
阪
に
設
置
さ
れ
て
一
八
七
一
年
に
貨
幣
の
鋳
造
を
開

始
し
た
が
、
旧
桜
宮
公
会
堂
は
石
造
の
工
場
の
玄
関
部
分
を
昭
和
初
期
に
移
築
保
存

し
た
も
の
、
泉
布
観
は
工
場
に
併
設
さ
れ
た
煉
瓦
造
の
応
接
所
で
あ
る
。
設
計
者
は

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
技
師
で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ル
ス
で
、
彼
は
完
成

後
に
東
京
に
移
り
、
近
代
の
銀
座
の
発
展
の
下
地
と
な
っ
た
銀
座
煉
瓦
街
を
手
が
け

た
。
土
木
技
師
に
よ
る
西
洋
建
築
が
、
日
本
が
開
国
し
た
後
、
本
格
的
な
建
築
家
が

登
場
す
る
以
前
の
時
期
に
重
要
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
遺
産
だ
。

　

大
阪
で
は
特
に
近
代
工
業
の
勃
興
が
、
従
来
と
異
な
る
種
類
の
建
築
物
を
建
て
さ

せ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
い
ず
れ
も
現
存
は
し
な
い
が
、
大
阪
紡
績
株
式
会
社
工
場

（
一
八
八
三
年
）、
天
満
紡
績
工
場
（
一
八
八
八
年
）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
後
者
は
辰

野
金
吾
が
設
計
し
た
。
辰
野
は
本
格
的
な
建
築
を
日
本
に
根
付
か
せ
る
た
め
に
イ
ギ

リ
ス
か
ら
雇
わ
れ
て
一
八
七
七
年
に
来
日
し
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
の
最
初
の

教
え
子
の
一
人
に
当
た
る
。

　

続
く
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
動
向
は
、
大
阪
の
場
合
、
公
共
的
な
建
築

に
よ
る
中
之
島
の
都
市
再
編
に
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
だ
ろ
う
。
日
本
銀
行
大
阪

支
店
（
一
九
〇
三
年
）
は
東
京
の
本
店
に
次
い
で
辰
野
金
吾
が
設
計
し
、
東
京
帝
国

大
学
の
教
え
子
で
あ
る
片
岡
安
が
現
場
監
督
を
担
当
し
た
。
こ
れ
を
機
に
辰
野
は
東

京
だ
け
で
な
く
、
大
阪
に
も
辰
野
片
岡
事
務
所
を
開
設
。
関
西
の
建
築
界
の
発
展
に

も
関
わ
る
。
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
（
一
九
〇
四
年
・
二
二
年
）
の
最
初
に
で
き

た
中
央
部
は
辰
野
の
教
え
子
の
野
口
孫
市
の
手
に
よ
り
、
古
典
主
義
様
式
の
高
い
理

解
を
示
す
。
図
書
館
は
住
友
家
の
寄
付
で
今
見
る
豪
華
な
も
の
と
な
っ
た
。
隣
の
大

阪
市
中
央
公
会
堂
も
民
間
の
事
業
家
で
あ
る
岩
本
栄
之
助
の
寄
付
で
建
設
さ
れ
、
辰

野
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
た
コ
ン
ペ
で
岡
田
信
一
郎
が
選
ば
れ
、
そ
の
案
に

基
づ
い
て
実
現
し
た
。

　

一
九
二
三
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
被
害
の
甚
大
さ
は
、
大
阪
に
と
っ
て
も

耐
震
・
耐
火
の
建
築
の
必
要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
た
。
明
治
末
に
日
本
に
導
入
さ
れ

た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
、
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
民
間
で
実
現
し
始
め
る
の

は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
芝
川
ビ
ル
（
一
九
二
七
年
）
を
は
じ
め
、
特
に
大
阪
・
船
場

に
は
こ
の
時
期
の
民
間
建
築
が
、
現
在
の
日
本
の
大
都
市
の
中
で
は
相
対
的
に
多
く

現
存
し
て
お
り
、
大
阪
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
渡
辺
節
の
綿
業
会

館
（
一
九
三
一
年
）
は
部
屋
ご
と
に
様
式
を
使
い
分
け
、
吹
き
抜
け
の
空
間
で
そ
れ

ら
を
統
合
し
た
民
間
建
築
の
最
高
峰
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。

　

三
井
住
友
銀
行
大
阪
本
店
（
一
九
二
六
年
・
三
〇
年
）
や
日
本
生
命
保
険
相
互
会

社
本
館
（
一
九
三
八
年
・
六
二
年
）
は
古
典
的
な
オ
ー
ダ
ー
の
使
用
を
一
部
に
留
め

る
な
ど
、
過
去
の
様
式
を
前
面
に
押
し
出
し
て
は
い
な
い
が
、
全
体
の
骨
格
は
様
式

主
義
建
築
に
基
づ
い
て
お
り
、
戦
争
に
突
入
す
る
以
前
に
お
け
る
社
会
的
な
連
想
の

強
固
さ
を
か
え
っ
て
物
語
る
。

　
　
　
　

４　

大
阪
の
モ
ダ
ン

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
戦
後
復
興
が
本
格
化
す
る
中
で
新
た
な
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が



67　特集　建築から歴史を語る

現
れ
た
時
、
そ
れ
は
戦
前
の
よ
う
な
様
式
主
義
建
築
と
は
異
な
る
形
を
し
て
い
た
。

新
住
友
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
一
九
六
二
年
）
は
、
前
節
で
扱
っ
た
三
井
住
友
銀
行
大
阪

本
店
に
隣
接
す
る
。
壁
面
の
処
理
な
ど
に
隣
の
建
築
へ
の
気
遣
い
が
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
違
い
は
明
確
で
あ
る
。
窓
と
呼
ぶ
よ
り
も
開
口
部
と
い
う
名
が
適
切
な
ガ

ラ
ス
の
開
口
部
を
は
じ
め
、
機
能
性
の
表
現
が
企
業
に
と
っ
て
も
適
切
な
も
の
と
な

っ
た
時
代
性
が
現
れ
て
い
る
。

　

集
合
住
宅
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
取

り
組
み
は
戦
後
に
本
格
化
し
た
。
西
長
堀
ア
パ
ー
ト
（
一
九
五
八
年
）
は
、
す
で
に

取
り
壊
さ
れ
た
東
京
の
晴
海
高
層
ア
パ
ー
ト
と
並
び
、
住
宅
公
団
が
供
給
し
た
最
初

の
高
層
住
宅
で
あ
る
。
後
に
一
般
的
と
な
る
高
層
団
地
や
マ
ン
シ
ョ
ン
と
異
な
る
外

観
な
の
は
、
共
用
廊
下
が
壁
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
設
計
担
当
者
が
住

人
の
受
け
る
冬
季
の
寒
風
と
高
所
ゆ
え
の
不
安
を
考
慮
し
た
た
め
だ
。
こ
れ
が
新
た

な
集
合
住
宅
の
実
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
シ
ャ
ー
プ
な
デ
ザ
イ
ン
は
「
お
う

ち
」
の
よ
う
な
連
想
を
廃
し
て
い
る
。

　

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
を
モ
ダ
ン
、
近
代
化
の
時
代
の
成
熟
期
と
す
る
こ
と
に

異
存
は
な
い
だ
ろ
う
。
万
博
記
念
公
園
内
に
あ
る
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
'70
パ
ビ
リ
オ
ン
（
旧
鉄

鋼
館
）
は
、
テ
ー
マ
館
の
太
陽
の
塔
と
共
に
、
同
じ
場
所
に
残
る
数
少
な
い
出
展

施
設
で
あ
る
。
設
計
し
た
の
は
一
九
二
八
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
パ
リ
の
ル
・

コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
ア
ト
リ
エ
で
学
ん
だ
建
築
家
の
前
川
國
男
。
戦
後
を
代
表
す
る

建
築
家
の
一
人
と
な
り
、
東
京
文
化
会
館
（
一
九
六
一
年
）
や
熊
本
県
立
美
術
館

（
一
九
七
七
年
）
な
ど
多
く
の
作
品
を
設
計
し
た
。
前
川
は
合
理
精
神
に
基
づ
い
て

工
業
製
品
を
用
い
な
が
ら
、
手
の
味
わ
い
を
残
し
た
材
料
を
好
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て

確
固
と
し
た
空
間
を
組
み
立
て
た
。
人
間
が
主
人
公
で
あ
り
、
世
界
が
前
進
で
き

る
と
い
う
モ
ダ
ン
の
理
念
を
建
築
化
し
、
自
ら
の
姿
勢
で
体
現
し
た
人
物
と
し
て

一
九
八
六
年
に
没
す
る
ま
で
日
本
の
建
築
界
に
重
き
を
な
し
た
。

　

大
阪
を
拠
点
に
全
国
的
に
活
躍
し
た
村
野
藤
吾
は
、
前
川
と
は
異
な
る
建
築
家
で

あ
る
。
様
式
主
義
の
建
築
家
で
あ
る
渡
辺
節
の
建
築
設
計
事
務
所
に
勤
め
て
そ
の
右

腕
と
な
り
、
前
述
し
た
綿
業
会
館
を
完
成
さ
せ
た
後
、
独
立
。
戦
前
期
か
ら
様
式
に

依
存
し
な
い
姿
勢
で
、
時
代
を
先
駆
け
て
い
た
。
そ
れ
と
共
に
、
近
代
的
、
科
学
的

で
あ
る
こ
と
を
旗
印
に
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
全
面
的
に
乗
じ
な
い
精
神
を
一
九
八
四

年
に
九
三
歳
で
没
す
る
ま
で
持
ち
続
け
た
。
モ
ダ
ン
で
あ
り
な
が
ら
、
晩
年
ま
で
新

規
な
素
材
や
デ
ザ
イ
ン
を
持
ち
込
ん
で
は
、
新
し
も
の
好
き
の
わ
れ
わ
れ
の
心
を
刺

激
す
る
。
機
能
だ
け
で
な
く
、
連
想
の
効
果
も
導
入
し
て
商
業
建
築
を
中
心
に
活
躍

し
た
。

　
　
　
　

５　

大
阪
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

　

大
阪
万
博
の
翌
年
、
中
之
島
の
近
代
建
築
の
危
機
と
保
存
運
動
が
起
こ
っ
た
。

一
九
七
一
年
に
大
阪
市
が
中
之
島
の
市
庁
舎
一
帯
を
高
層
ビ
ル
に
大
改
造
す
る
計

画
を
発
表
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
民
や
専
門
家
団
体
か
ら
次
々
に
建
築
と
景
観
保

存
の
声
が
挙
が
り
、
一
九
七
四
年
に
計
画
は
見
直
さ
れ
た
。
大
正
時
代
の
市
庁
舎

は
建
て
替
え
ら
れ
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
と
大
阪
市
中
央
公
会
堂
は
保
存
さ
れ

た
。
日
本
銀
行
大
阪
支
店
は
御
堂
筋
側
を
中
心
と
し
た
半
分
強
の
外
壁
を
維
持
し
、

一
九
八
二
年
に
現
在
の
姿
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
機
能
の
向
上
を
錦
の
御
旗
と
し
た

開
発
か
ら
、
こ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
工
環
境
の
保
全
へ
の
意
識
の
転
換
を

象
徴
し
て
い
る
。

　

建
築
家
に
関
し
て
言
え
ば
、
安
藤
忠
雄
の
登
場
は
、
機
能
主
義
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム

で
は
な
く
、
次
の
時
代
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。
一
九
七
六
年
に
大
阪
に
完
成
し

た
住
吉
の
長
屋
（
一
九
七
六
年
）
は
間
口
の
狭
い
土
地
に
建
つ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

打
ち
放
し
二
階
建
の
住
宅
で
あ
り
、
中
庭
の
左
右
に
居
室
が
配
さ
れ
て
い
る
。
美
し
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い
構
成
で
あ
り
、
気
候
や
日
照
を
反
映
す
る
豊
富
な
経
験
が
得
ら
れ
る
装
置
で
も
あ

る
。
冷
た
い
素
材
と
構
成
の
中
に
、
熱
い
空
間
の
ド
ラ
マ
を
折
り
込
め
る
才
能
に
よ

っ
て
以
後
、
大
阪
か
ら
世
界
へ
と
羽
ば
た
い
て
い
く
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
建
築
界
に
お
い
て
は
、
集
合
住
宅
へ
の
取
り
組
み

以
上
に
、
政
策
的
に
推
進
さ
れ
た
持
家
政
策
も
後
押
し
し
て
、
戸
建
て
住
宅
を
通
じ

て
建
築
家
の
個
性
を
表
明
す
る
こ
と
が
建
築
家
と
し
て
の
一
般
的
な
デ
ビ
ュ
ー
の
回

路
と
な
っ
た
。
安
藤
忠
雄
も
そ
の
一
人
だ
が
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
動
き
も
一
九
七
〇

年
代
に
は
現
れ
る
。「
都
住
創
」
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
に
対
す
る
取
り
組
み

が
そ
れ
で
あ
る
。
生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
の
場
と
し
て
の
都
市
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
最
も
薄
ま
っ
た
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
に
、「
都
住
創
」
は
敢
然
と
「
都
市
に

住
も
う
」
と
主
張
し
た
。
名
称
は
「
都4

市
住4

宅
を
自
分
達
の
手
で
創4

る
会
」
の
略
。

「
自
分
達
の
手
で
」、
す
な
わ
ち
複
数
の
人
間
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
ら
し

さ
を
実
現
さ
せ
る
共
同
住
宅
を
つ
く
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
通
常
の
集
合
住
宅
の
よ
う
に
設
計
が
で
き
あ
が
っ
て
か
ら
分
譲
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
住
み
た
い
と
思
う
人
間
が
共
同
で
土
地
を
購
入
。
資
金
分
担
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
階
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
住
ま
い
を
作
る
か
を
話
し
合
い
な
が

ら
決
め
、
完
成
後
の
建
物
の
維
持
管
理
も
自
分
た
ち
で
行
う
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
方

式
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
で
機
能
的
な
も
の
と
は
異
な
る
都
市
の
把
握

が
見
て
取
れ
る
。

　
　
　
　

６　

近
年
の
動
向

　

以
上
に
概
説
し
た
よ
う
に
、
大
阪
に
は
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」、「
モ
ダ
ン
」、「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
」
の
変
化
を
詳
ら
か
に
で
き
る
だ
け
の
良
質
な
建
築
が
残
存
し
て
い
る（

3
（

。
こ

れ
ら
を
、
機
能
面
だ
け
で
は
な
く
個
人
的
な
連
想
の
効
果
も
含
め
て
、
生
か
そ
う
と

い
う
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
建
築
に
対
す
る
最
新
の
姿
勢
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
最
後
に
紹
介
し
た
い
。

　

二
〇
一
四
年
か
ら
毎
年
秋
の
二
日
間
、「
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
大
阪
」（
略
称
：
イ
ケ
フ
ェ
ス
大
阪
）
と
い
う
建
築
公
開
イ
ベ
ン
ト
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
五
回
目
と
な
る
二
〇
一
八
年
に
は
一
一
三
件
が
公
開
さ
れ
て
、
の
べ

四
万
三
千
人
が
参
加
し
た
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
市
民
が
建
築
を
通
し
て
交
流
す
る
こ

と
は
国
内
で
他
に
な
く
、
二
〇
一
七
年
の
日
本
建
築
学
会
賞
（
業
績
）
を
受
賞
し
て

い
る（

4
（

。

　

イ
ケ
フ
ェ
ス
大
阪
の
母
体
は
、
大
阪
市
の
都
市
整
備
局
の
中
か
ら
始
ま
っ
た
「
生

き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
建
築
に
関
す
る
大
阪
の
幅

広
い
メ
ン
バ
ー
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
。
従
来
の
建
築
史
や
都
市
史
の
枠
に
留
ま
ら

ず
、
都
市
の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
同
時
に
語
り
な
が
ら
現
実
の
政
策
も
影
響
を
与
え

て
い
る
橋
爪
紳
也
（
大
阪
府
立
大
学
21
世
紀
科
学
研
究
機
構
教
授
）
を
座
長
に
、
民

間
に
お
け
る
経
験
も
踏
ま
え
な
が
ら
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
把
握
と
実
践
を
往
還
す

る
嘉
名
光
市
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
准
教
授
）、
商
業
空
間
の
可
能

性
を
拡
げ
る
か
た
ち
で
ま
ち
づ
く
り
の
民
間
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
澤
田

充
（
株
式
会
社
ケ
イ
オ
ス
代
表
取
締
役
）、
大
阪
府
知
事
時
代
の
橋
下
徹
市
長
の
肝

煎
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
「
御
堂
筋
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
を
実
現
さ
せ
た

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
長
町
志
穂
（
株
式
会
社
Ｌ
Ｅ
Ｍ
空
間
工
房
代
表
取
締

役
）、
近
代
建
築
を
大
事
に
し
な
が
ら
大
阪
の
商
を
盛
り
立
て
て
い
る
吉
田
豊
（
大

阪
商
工
会
議
所
地
域
振
興
部
長
）、
公
的
な
実
践
を
シ
ン
プ
ル
で
伝
わ
る
表
現
に
落

と
し
込
む
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
後
藤
哲
也
（
株
式
会
社
オ
ー･

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ツ
代
表
取
締

役
）、
前
述
の
髙
岡
伸
一
（
大
阪
市
立
大
学
都
市
研
究
プ
ラ
ザ
特
任
講
師
）、
そ
れ
に

私
と
い
う
メ
ン
バ
ー
だ
。

　
「
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
大
阪
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
大
阪
市
都
市
魅
力
創
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造
戦
略
の
重
点
エ
リ
ア
の
ひ
と
つ
で
あ
る
御
堂
筋
エ
リ
ア
に
お
け
る
重
点
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
始
ま
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
三
年
度
と
二
〇
一
四
年

度
は
同
エ
リ
ア
近
隣
に
数
多
く
存
在
す
る
優
れ
た
近
現
代
の
建
造
物
の
な
か
か
ら
、

特
に
大
阪
の
歴
史
・
文
化
、
市
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
い
っ
た
都
市
の
営
み
を
物
語

り
、
時
代
の
変
化
と
発
展
を
反
映
し
な
が
ら
生
き
生
き
と
使
わ
れ
て
い
る
建
造
物
を

選
定
・
顕
彰
し
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
は
諸
外
国
で
行
な
わ
れ
て
い
る
オ
ー
プ
ン
ハ

ウ
ス
（
建
造
物
等
の
一
般
公
開
）
を
中
心
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
大
阪
で
実
現
さ
せ
、

継
続
可
能
な
民
間
の
枠
組
み
を
構
築
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
三
年
度
は
一
九
一
〇
～
七
〇
年
代
に
竣
工
し
た
二
八
件
を
選
び
、

二
〇
一
四
年
度
に
二
二
件
を
選
定
し
て
計
五
十
件
と
し
た
。
選
定
の
特
徴
と
し
て

は
、
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
一
） 

戦
後
の
建
造
物
も
対
象
と
し
た
こ
と
（
船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
、
ス
リ
ー
プ

カ
プ
セ
ル
、
梅
田
ス
カ
イ
ビ
ル
ほ
か
）

（
二
） 

様
式
主
義
的
で
な
い
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
商
業
ビ
ル
と
い
っ
た
大
衆
性
の
な

か
の
美
に
も
着
目
し
た
こ
と
（
御
堂
筋
ダ
イ
ビ
ル
、
食
道
園
宗
右
衛
門
町

本
店
ビ
ル
、
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
ほ
か
）

（
三
） 

純
粋
な
建
物
で
は
な
い
構
造
物
や
イ
ン
テ
リ
ア
も
対
象
に
含
め
た
こ
と

（
梅
田
給
気
塔
、
純
喫
茶
ア
メ
リ
カ
ン
、
リ
ー
チ
バ
ー
ほ
か
）

（
四
） 

竣
工
後
の
優
れ
た
転
用
や
増
築
に
も
価
値
を
認
め
た
こ
と
（
ル
ポ
ン
ド
シ

エ
ル
ビ
ル
、
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
、
長
瀬
産
業
株
式
会
社
大
阪
本
社
ビ
ル
ほ
か
）

（
五
） 

部
分
保
存
も
視
野
に
入
れ
た
こ
と
（
ダ
イ
ビ
ル
本
館
、
大
阪
証
券
取
引
所

ビ
ル
、
グ
ラ
ン
サ
ン
ク
タ
ス
淀
屋
橋
ほ
か
）

　

こ
う
し
た
特
徴
は
「
生
き
た
建
築
」
と
い
う
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
新
た
に
立
ち

上
げ
た
概
念
に
包
含
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
「
生
き
た
建
築
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
、
生
き
た
過
去
の
営
み
を
伝
え
る
こ
と
（
生
業
と
の
関
連
）、
生
き
て
形
や
使
い

方
を
変
え
て
い
る
こ
と
（
増
築
や
転
用
）、
生
き
生
き
と
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
現

在
の
利
用
法
）
と
い
っ
た
評
価
軸
を
導
入
し
た
。
こ
れ
が
過
去
か
ら
の
蓄
積
と
転
用

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
現
在
の
地
域
性
を
認
識
さ
せ
、
市
民
の
建
築
意
識
・
都

市
意
識
が
よ
り
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

　

も
ち
ろ
ん
、
学
術
的
に
は
保
存
と
は
言
え
な
い
ダ
イ
ビ
ル
本
館
の
選
定
な
ど
、
議

論
の
分
か
れ
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
人
的
に
も
、
選
定
に
は
異
議
は

な
い
。
大
阪
と
い
う
地
域
の
時
代
性
を
一
つ
ひ
と
つ
が
違
っ
た
か
た
ち
で
反
映
し
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
選
ば
れ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
選
定
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
通

過
点
だ
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
事
業
を
通
じ
て
、
所
有

者
と
建
築
関
係
者
と
公
務
員
、
そ
れ
に
市
民
が
も
っ
と
相
互
に
顔
の
見
え
る
関
係
に

な
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
イ
ケ
フ
ェ
ス
大
阪
を
通
じ
て
、
多
く
の
建
築
を
今
ま
で

に
な
い
か
た
ち
で
市
民
に
開
い
て
い
く
こ
と
は
「
近
代
建
築
」
と
現
在
の
関
係
を
よ

り
生
き
た
も
の
に
変
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

注

（
1
） 

ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ
著
、 

大
島
哲
蔵
・
福
田
晴
虔
訳
『
都
市
の
建
築
』（
大
龍
堂
書

店
、
一
九
九
一
年
）

（
2
） 
倉
方
俊
輔
「『
日
本
近
代
建
築
』
の
生
成

―
『
現
代
建
築
』
か
ら
『
日
本
の
近

代
建
築
』
ま
で
」（『
10
＋
1
』
二
〇
号
「
特
集
＝
言
説
と
し
て
の
日
本
近
代
建

築
」、
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
3
） 

髙
岡
伸
一
・
倉
方
俊
輔
・
嘉
名
光
市
『
生
き
た
建
築 

大
阪
』（
１
４
０
Ｂ
、

二
〇
一
五
年
）、
髙
岡
伸
一
・
倉
方
俊
輔
『
生
き
た
建
築 

大
阪
２
』（
１
４
０
Ｂ
、
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二
〇
一
八
年
）

（
4
） 
髙
岡
伸
一
・
嘉
名
光
市
・
倉
方
俊
輔
・
佐
久
間
康
富
「
大
阪
市
『
生
き
た
建
築
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業
』
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
報
告
」（『
日
本
建
築
学
会
技
術
報

告
集
』、
二
二
号
五
一
巻
、
七
四
九
‐
七
五
四
頁
、
二
〇
一
六
年
）

（
く
ら
か
た　

し
ゅ
ん
す
け
・
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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し
、
特
に
二
回
目
の
留
学
の
際
に
は
、
田
園
都
市
構
想
の
実
践
者
で
あ
る
建
築
家
レ

イ
モ
ン
ド
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
下
で
研
修
を
行
っ
た（

3
（

。
建
築
家
と
し
て
の
本
格
的
な
活

動
を
始
め
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
従
軍
し
た
後
、
大
戦
終
了
後
の
一
九
年
、

ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
公
益
的
住
宅
建
設
組
織
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
は
農
村
か

ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
に
対
抗
す
る
国
内
植
民
運
動
や
郷
土
保
護
運
動
に
そ
の
ル
ー

ツ
を
も
ち
、
マ
イ
は
、
切
妻
屋
根
の
伝
統
的
な
様
式
を
用
い
た
住
宅
を
設
計
し
て
い

た（
4
（

。
そ
の
後
二
五
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
建
設
参
事
官
と
な
り
、
大
規
模
な
都

市
計
画
と
住
宅
建
設
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
、

建
築
様
式
の
面
で
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
へ
と
転
じ
、
平
屋
根
を
用
い
た
住
宅
や
列

状
建
築
（Zeilenbau

）
か
ら
な
る
住
宅
団
地
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
の
標
準

化
・
規
格
化
を
推
進
し
た（

5
（

。

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
活
動
は
、
世
界
恐
慌
の
影
響
が
ド
イ
ツ
に
も
及
び
建
築
活

動
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
約
五
年
で
終
焉
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
マ
イ
の
建
築
家
と

を
「
零
時
」
と
す
る
見
方
を
相
対
化
し
た
う
え
で
の
連
続
と
断
絶
と
い
う
問
題
、
こ

の
二
つ
を
、
ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
エ
ル
ン
ス

ト
・
マ
イ
の
戦
後
西
ド
イ
ツ
で
の
住
宅
建
設
を
通
し
て
考
察
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
と
し
て
の
マ
イ
は
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
で
の
活
動

よ
り
も
、
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
活
動
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

1
（

。
こ
の
マ

イ
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
都
市
建
設
は
「
新
し
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
」
と
し
て
知
ら

れ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
と
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
活
躍
し
た
ベ
ル
リ
ン
と

並
ぶ
「
新
し
い
建
築
」
の
実
践
の
場
と
し
て
、
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研
究
、
都
市
史
研

究
の
注
目
を
集
め
て
き
た（

2
（

。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
前
後
を
含
め
た
マ
イ

の
経
歴
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
は
、
一
八
八
六
年
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
生
ま
れ
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
工
科
大
学
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
工
科
大

学
で
建
築
を
学
ん
だ
。
こ
の
間
、
一
九
〇
八
年
と
一
〇
年
の
二
度
イ
ギ
リ
ス
に
留
学

　

戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
の
住
宅
建
設

芦
部　

彰

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
都
市
史
に
お
い
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
一
九
二
〇
年
代
以

降
の
住
宅
建
設
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
担
い
手
は
ナ
チ
体
制
の

成
立
を
機
に
世
界
各
地
に
移
動
し
、
国
際
的
な
広
が
り
の
な
か
で
活
動
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
他
方
で
近
年
、
一
九
四
五
年
を
「
零
時
」
と
す
る
見
方
を
相
対
化
し
た

う
え
で
、
ド
イ
ツ
社
会
の
連
続
と
変
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
や
住
宅
と
い

う
建
築
物
の
あ
り
方
は
、
そ
う
し
た
考
察
の
具
体
的
な
手
が
か
り
と
な
る
意
味
が
あ

る
。
本
稿
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
国
際
性
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
、
一
九
四
五
年

図 1　ブレスラウ時代、
伝統的な切妻屋根の連続住宅

（出典： Beate Störtkuhl, „Ernst May und die 
Schlesische Heimstätte“, in: Claudia Quiring, u.a. 
(Hrsg.), Ernst May: 1886-1970, München 2011, S. 42）

図 2　「新しいフランクフルト」、
平屋根のプラウンハイム団地

（出典： Christoph Mohr, „Das Neue Frankfurt“, in: 
Claudia Quiring, u.a. (Hrsg.), Ernst May: 1886-1970, 
München 2011, S. 56）
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し
て
の
活
動
は
、
こ
の
後
も
一
九
七
〇
年
に
没
す
る
ま
で
続
い
た
。
三
〇
年
に
は
ソ

連
の
招
聘
に
応
え
、
五
ヵ
年
計
画
の
も
と
急
速
に
工
業
化
が
進
む
同
地
で
、
新
た
に

登
場
し
た
工
業
都
市
の
計
画
、
工
業
労
働
者
用
の
住
宅
団
地
の
設
計
に
関
わ
っ
た（

6
（

。

三
三
年
に
ド
イ
ツ
で
ナ
チ
政
権
が
成
立
す
る
と
、
母
方
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
マ
イ

に
ド
イ
ツ
に
戻
る
と
い
う
考
え
は
な
く
、
翌
三
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
領
東
ア
フ
リ
カ
へ

亡
命
す
る
。
三
七
年
に
は
ナ
イ
ロ
ビ
に
建
築
事
務
所
を
構
え
、
現
在
の
ケ
ニ
ア
や
ウ

ガ
ン
ダ
で
、
都
市
拡
張
計
画
や
植
民
地
支
配
層
向
け
の
邸
宅
や
別
荘
、
現
地
ア
フ
リ

カ
人
向
け
住
宅
の
建
設
を
行
っ
た（

7
（

。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
マ
イ

は
再
び
ド
イ
ツ
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
こ
の
戦
後
西
ド
イ
ツ
で
の
活
動
に
注

目
す
る
が
、
戦
後
と
い
っ
て
も
、
マ
イ
が
ド
イ
ツ
に
戻
っ
た
の
は
終
戦
か
ら
九
年
近

く
が
経
過
し
た
五
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
本
拠
を
構
え
る
、
ド
イ

ツ
労
働
総
同
盟
傘
下
の
住
宅
建
設
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
「
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
」
の
設

計
主
任
と
し
て
西
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
同
社
の
相
談
役
、
フ
リ
ー
の
建
築
家
と
立
場
を

変
え
な
が
ら
、
都
市
計
画
と
住
宅
団
地
建
設
の
多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る

こ
と
に
な
る（

8
（

。

　

以
上
の
マ
イ
の
経
歴
か
ら
、
他
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
と
比
べ
二
つ
の
特
徴
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
世
界
恐
慌
後
、
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家

の
多
く
が
ソ
連
で
の
活
動
を
試
み
、
さ
ら
に
ナ
チ
政
権
が
成
立
す
る
と
、
新
た
な
活

動
の
場
を
求
め
亡
命
し
た
。
そ
の
主
要
な
目
的
地
と
し
て
は
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
ヴ
ァ

グ
ナ
ー
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
イ
は
、

イ
ギ
リ
ス
領
東
ア
フ
リ
カ
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
建
築
活
動
を
行
っ
た
。
第
二
に
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
ド
イ
ツ
へ
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア

メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
建
築
家
の
場
合
、
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
西
ド
イ
ツ
を
訪
れ

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
本
拠
地
は
ア
メ
リ
カ
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
マ
イ
は
西

ド
イ
ツ
へ
本
拠
を
据
え
、
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
独
特
の
キ
ャ
リ
ア
を
つ
ん
だ
マ
イ
の
西
ド
イ
ツ
で
の
建
築
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
冒
頭
で
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
論
点
を
提
示
で
き
る
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　

２　

東
ア
フ
リ
カ
で
の
マ
イ

　

戦
後
西
ド
イ
ツ
で
の
活
動
に
立
ち
入
る
前
に
、
東
ア
フ
リ
カ
で
の
マ
イ
の
活
動
を

検
討
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
一
九
三
四
年
か
ら
五
四
年
ま
で
二
〇
年
に
及

ん
だ
ア
フ
リ
カ
時
代
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
は
さ
み
、
建
築
家
と
し
て
の
マ
イ

が
、
そ
の
経
歴
の
中
で
最
も
長
い
時
間
を
過
ご
し
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

東
ア
フ
リ
カ
時
代
に
目
を
向
け
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
浮
上
す
る
の
が
、
な
ぜ
東
ア

フ
リ
カ
へ
向
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
関
わ
り
と
い
う
点

で
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
建
築
家
や
都
市
計
画
家
、
な
か
で
も
ル

イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
深
く
交
流
し
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
交
流
は

東
ア
フ
リ
カ
時
代
、
さ
ら
に
西
ド
イ
ツ
時
代
に
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方

で
、
マ
イ
は
ア
メ
リ
カ
を
徹
底
的
な
商
業
主
義
、
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
が
浸
透
し

文
明
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
社
会
と
捉
え
て
い
た（

9
（

。
こ
の
裏
返
し
と
し
て
、
ア
フ

リ
カ
に
対
し
て
は
、
文
学
や
映
画
を
通
じ
て
、
西
洋
の
文
明
や
工
業
社
会
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
大
地
が
果
て
し
な
く
広
が
る
と
い
う
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱

い
て
い
た（

（1
（

。
安
全
な
亡
命
先
を
探
し
て
い
た
マ
イ
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
東
ア
フ

リ
カ
へ
の
入
国
に
制
約
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
実
際
的
な
理
由
は
も
ち
ろ
ん
大
き

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
と
対
照
的
な
、
西

洋
の
視
点
か
ら
は
「
文
明
」
が
欠
け
た
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
、
建
築
を
通
じ
て
新
し

い
社
会
と
文
化
を
築
く
と
い
う
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
野
心
も
、
東
ア
フ
リ
カ
と
い
う
選
択

と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た（

（（
（

。
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東
ア
フ
リ
カ
で
の
建
築
を
見
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
植
民
地
支
配
層
向
け
の
邸
宅
や

別
荘
で
は
、
顧
客
の
好
み
に
合
わ
せ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
は
趣
を
異
に
す
る
自
然

石
を
用
い
た
コ
ッ
テ
ー
ジ
風
の
設
計
を
行
う
一
方
、
都
市
計
画
や
住
宅
団
地
建
設
で

は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
貫
徹
を
試
み
た
。
も
っ
と
も
、
普
遍
主
義
を
掲
げ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
と
い
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
る
気
候
へ
の
適
応
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ピ

ロ
テ
ィ
、
ア
ー
ケ
ー
ド
式
回
廊
に
加
え
、
日
影
を
つ
く
る
張
り
出
し
や
格
子
が
用
い

ら
れ
、
換
気
や
通
風
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た（

（1
（

。

　

こ
う
し
た
東
ア
フ
リ
カ
の
地
域
的
特
性
を
考
慮
す
る
中
で
、
一
九
四
五
年
に
は
、

木
製
の
骨
組
み
と
粘
土
の
壁
か
ら
な
る
現
地
東
ア
フ
リ
カ
人
の
小
屋
に
範
を
と
り
実

験
住
宅
を
開
発
し
た（

（1
（

。
こ
の
住
宅
は
、
現
地
の
小
屋
と
同
様
の
ア
ー
チ
を
再
現
す
る

よ
う
に
規
格
化
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
材
を
事
前
に
生
産
し
、
そ
れ
ら
を
組
み

立
て
る
方
式
で
建
設
さ
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
プ
レ
ハ
ブ
工
法

で
、
現
地
の
小
屋
を
大
量
生
産
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
イ
は
こ
の
実
験
住

宅
に
、
ア
フ
リ
カ
的
要
素
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
総
合
し
た
も
の
と
い
う
位
置
付
け

を
与
え
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
宛
て
の
書
簡
で
は 

「
こ
れ
ま
で
ア
フ
リ
カ
人
向
け
の
設
計

は
全
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
住
宅
の
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
。
進
歩
的
な
現
地
人
の
心
理
に

合
致
す
る
住
宅
タ
イ
プ
を
開
発
す
る
努
力
は
全
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
私
は
、

建
材
を
事
前
に
生
産
す
る
方
法
を
使
っ
て
、
構
造
の
外
観
に
つ
い
て
は
曲
線
を
描
く

形
を
忠
実
に
再
現
す
る
デ
ザ
イ
ン
を
発
見
し
た
と
思
う（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し

た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
「
進
化
」
と
「
改
善
」
を
示
す
こ
と
で
、「
進
歩
的
な
現
地

人
」
に
担
わ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
ア
フ
リ
カ
的
様
式
の
発
展
を
促
す
こ
と
が
、

マ
イ
の
狙
い
で
あ
っ
た（

（1
（

。
も
っ
と
も
、
現
地
ア
フ
リ
カ
の
人
々
は
む
し
ろ
西
洋
人
と

同
じ
住
宅
に
住
む
こ
と
を
望
み
、
実
験
住
宅
は
マ
イ
の
狙
っ
た
反
響
を
得
る
こ
と
な

く
終
わ
る（

（1
（

。

　

こ
う
し
た
東
ア
フ
リ
カ
で
の
建
築
は
一
九
三
七
年
に
ナ
イ
ロ
ビ
に
建
築
事
務
所
を

構
え
た
後
、
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
た
と

は
い
え
、
そ
の
後
に
勃
発
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
を
完
全
に
免
れ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
一
九
四
〇
年
四
月
か
ら
四
二
年
八
月
に
か
け
て
、「
敵
性
外
国
人
」

図 3　日陰をつくる張り出し

（出典： Justus Buekschmit t ,  Ernst  May , 
Stuttgart 1963, S. 106）

図 4　	格子の利用

（出典： Regina Göckende, Spätkoloniale 
Moderne, Basel 2016, S. 227）

図 5　現地東アフリカの小屋

（出典： Eckhard Herrel, Ernst May. Architekt 
und Stadtplaner in Afrika 1934-1953, Tübingen 
2001, S. 67）

図 6　実験住宅「Hook-on	Slab」

（出典： Kai K. Gutschow, „Das Neue Afrika: 
Ernst May's Kampala Plan as Cultural Programme“, 
in: Fassil Demissie (ed.), Colonial Architecture and 
Urbanism in Africa, New York 2012, p. 404）
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と
し
て
数
回
収
監
さ
れ
、
こ
の
間
に
は
建
築
活
動
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
の
中
断
期
間
に
、
マ
イ
は
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
の
文
通
や
そ
の
著
作
を
通

じ
て
同
時
代
の
理
論
を
学
び
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
意
向
が
大
き
い
も
の
の
、
イ
ギ
リ

ス
領
の
ど
こ
か
、
あ
る
い
は
ナ
チ
体
制
崩
壊
後
の
ド
イ
ツ
で
建
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
来
る
べ
き
「
戦
後
」
の
準
備
を
行
っ
て
い
た（

（1
（

。

　

実
際
に
、
一
九
四
四
年
、
北
ア
フ
リ
カ
で
の
連
合
国
と
ド
イ
ツ
の
戦
闘
が
終
結
す

る
と
設
計
の
依
頼
を
相
次
い
で
受
け
、「
戦
後
」
の
建
築
活
動
は
、
商
工
業
施
設
、

ホ
テ
ル
、
邸
宅
、
学
校
・
病
院
・
博
物
館
な
ど
の
公
共
施
設
、
現
地
ア
フ
リ
カ
人
労

働
者
向
け
の
住
宅
な
ど
、
幅
広
い
も
の
に
な
る（

（1
（

。
こ
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
終

戦
前
の
四
五
年
一
月
に
は
、
東
ア
フ
リ
カ
時
代
最
大
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
な
る
現
ウ

ガ
ン
ダ
の
カ
ン
パ
ラ
拡
張
計
画
に
、
五
三
年
に
は
、
現
ケ
ニ
ア
、
モ
ン
バ
サ
の
ポ
ー

ト
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
で
、
現
地
ア
フ
リ
カ
人
向
け
住
宅
団
地
の
設
計
に
着
手
す
る（

（1
（

。
両

者
の
詳
細
は
、
西
ド
イ
ツ
時
代
の
団
地
と
合
わ
せ
て
と
り
あ
げ
、
マ
イ
の
建
築
の
連

続
性
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　

３　

ド
イ
ツ
へ
の
帰
国

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
イ
の
ド
イ
ツ
へ
の
帰
国
が
実
現
し
た
の
は
一
九
五
四
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
が
終
結
す
る
と
早
く
に
帰
国
の
決
断
を
下
し
、
ド
イ
ツ

で
の
キ
ャ
リ
ア
を
模
索
し
て
い
た
。
こ
の
動
き
の
背
景
に
は
、
戦
後
の
状
況
を
、
一

回
限
り
の
歴
史
的
な
チ
ャ
ン
ス
、
即
ち
、
二
〇
年
代
の
建
築
家
が
既
存
都
市
の
制
限

を
受
け
た
の
に
対
し
、
戦
争
に
よ
る
破
壊
を
全
く
新
し
く
都
市
を
計
画
・
建
設
で
き

る
好
機
と
捉
え
る
認
識
が
あ
っ
た
。
五
〇
年
に
は
西
ド
イ
ツ
を
講
演
旅
行
で
訪
れ
る

機
会
を
得
て
、
東
ア
フ
リ
カ
で
の
活
動
を
紹
介
し
つ
つ
、
建
築
家
と
し
て
活
動
す
る

た
め
の
仕
事
場
に
つ
い
て
交
渉
を
行
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
「
復
興
担
当
副
市

長
」、
ラ
イ
ン
・
ル
ー
ル
入
植
会
社
な
ど
が
候
補
に
挙
が
っ
た
も
の
の
ど
れ
も
実
現

し
な
か
っ
た
。
マ
イ
自
身
、
ド
イ
ツ
で
の
彼
の
キ
ャ
リ
ア
は
す
で
に
終
わ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
始
め
、
さ
ら
に
西
ド
イ
ツ
の
「
復
興
」
が
始
ま
り
、
都
市
の
あ
り

方
を
一
新
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
戦
災
で
傷
つ
い
た
都
市
の
「
復
元
」「
再
建
」
的

な
「
復
興
」
へ
と
向
か
う
な
か
で
、
時
期
を
逸
し
た
と
い
う
印
象
を
抱
く
よ
う
に
な

る（
11
（

。
こ
う
し
た
中
で
、
上
述
し
た
東
ア
フ
リ
カ
で
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
継
続

さ
れ
て
い
っ
た
。

　

帰
国
の
実
現
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
に
留
ま
っ
て
い
た
か
つ

て
マ
イ
の
下
で
働
い
た
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
尽
力
に
よ
り
一
九
五
一
年
に

は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
工
科
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
が
授
与
さ
れ
、
さ
ら
に
ハ
ン
ブ
ル
ク

市
の
建
設
局
長
と
し
て
マ
イ
を
招
聘
す
る
こ
と
も
決
ま
り
か
け
た
。
も
っ
と
も
、
そ

の
決
定
の
数
日
前
に
ナ
イ
ロ
ビ
の
建
築
事
務
所
の
契
約
を
更
新
し
て
い
た
た
め
、
こ

の
招
聘
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
接
点
が
で
き
た
こ
と
が
最

終
的
に
は
帰
国
の
実
現
に
大
き
な
意
味
を
も
ち
、
同
市
に
本
拠
を
置
く
「
ノ
イ
エ
・

ハ
イ
マ
ー
ト
」
社
の
設
計
主
任
と
し
て
招
聘
を
受
け
、
五
四
年
一
月
、
ド
イ
ツ
へ
の

帰
国
を
果
た
し
た（

1（
（

。

　

こ
の
「
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
」
社
は
、
一
九
二
六
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
労
働
組

合
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
公
益
的
住
宅
建
設
会
社
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
組
織
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ナ
チ
体
制
下
で
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
に
吸
収
さ
れ
、「
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー

ト
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
」
と
改
称
さ
れ
た
。
戦
後
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
当
局
か
ら

ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
に
譲
渡
さ
れ
、
発
足
当
初
と
同
様
の
労
働
組
合

に
支
え
ら
れ
た
公
益
的
住
宅
建
設
会
社
と
な
る
が
、「
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
」
の

名
称
を
使
用
し
続
け
た
。
同
社
は
、
五
〇
年
に
執
行
役
員
と
な
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
プ
レ
ッ
ト
の
下
、
各
地
の
労
働
組
合
所
有
の
公
益
的
住
宅
建
設
会
社
を
子
会
社

と
し
、
五
四
年
頃
に
は
、
Ｄ
Ｇ
Ｂ
所
属
の
労
働
組
合
が
所
有
す
る
全
住
宅
建
設
会
社
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を
傘
下
に
収
め
た
一
大
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
へ
と
成
長
し
て
い
た（

11
（

。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

従
来
の
技
術
部
門
を
拡
大
し
て
、
全
体
の
設
計
を
統
括
す
る
新
し
い
部
署
が
設
置
さ

れ
、
そ
の
ト
ッ
プ
と
し
て
マ
イ
が
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
プ
レ
ッ
ト
以

外
の
役
員
と
の
確
執
や
、
組
織
が
急
成
長
す
る
中
で
の
子
会
社
と
の
調
整
の
混
乱
な

ど
か
ら
、
マ
イ
は
設
計
主
任
の
地
位
を
二
年
で
辞
職
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
建
築
家
と
し
て
活
動
し
つ
つ
、
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
社
か
ら
報

酬
を
え
て
相
談
役
を
務
め
、
さ
ら
に
建
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
多
く
は
同
社
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
関
係
は
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る（

11
（

。

　
　
　
　

４　

戦
後
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
モ
デ
ル

　

ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
で
の
最
初
期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
一
九
五
四
年
、

マ
イ
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
都
心
の
ア
ル
ト
ナ
地
区
再
開
発
計
画
を
手
が
け
た
。
こ
こ
で

は
、
破
壊
を
免
れ
た
住
宅
を
取
り
壊
し
新
築
の
列
状
建
築
と
高
層
建
築
に
置
き
換
え

る
、
目
の
積
ん
だ
街
区
網
を
通
過
道
路
と
交
通
量
が
緩
和
さ
れ
た
地
区
に
整
理
す

る
、
地
域
全
体
に
公
共
の
緑
地
を
計
画
的
に
配
置
す
る
と
い
っ
た
、
戦
後
復
興
を
歴

史
的
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
既
存
の
構
造
を
一
新
す
る
計
画
を
提
案
し

た
。
し
か
し
、
土
地
の
再
配
置
に
必
要
な
法
的
基
盤
が
不
十
分
で
、
こ
の
計
画
は
実

際
に
は
ご
く
一
部
し
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た（

11
（

。
こ
の
後
も
、
マ
イ
ン
ツ
、
ブ
レ
ー
マ

ー
ハ
ー
フ
ェ
ン
、
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
の
都
市
計
画
に
携
わ
る
が
、
こ
こ
で
も
構
想

は
部
分
的
に
実
現
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た（

11
（

。
こ
う
し
た
背
景
と
し
て
、
占
領
期
に
は

各
州
に
よ
っ
て
復
興
法
が
制
定
さ
れ
、
西
ド
イ
ツ
建
国
後
に
は
五
〇
年
の
第
一
次
住

宅
建
設
法
が
土
地
法
や
建
築
法
に
関
す
る
規
定
を
先
送
り
し
た
た
め
、
長
く
包
括
的

な
法
規
定
が
不
在
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
五
二
年
の
建
築
用
地
調

達
法
で
土
地
の
収
用
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
定
め
ら
れ
た
が
、
州
と
連
邦
の
権
限
を

め
ぐ
る
対
立
の
結
果
、
土
地
法
と
建
築
法
の
総
合
的
な
法
規
定
は
、
六
〇
年
の
連
邦

建
築
法
の
制
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た（

11
（

。　

　

戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
マ
イ
の
活
動
で
、
都
市
計
画
と
並
ん
で
重
要
な
意
味
を

も
っ
た
の
が
、
都
市
郊
外
で
の
住
宅
団
地
建
設
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
マ
イ
は
ど
の
よ
う
な
構
想
の
も
と
で
進
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
西
ド

イ
ツ
で
は
、
マ
イ
の
帰
国
前
に
『
有
機
的
な
都
市
建
築
術（

11
（

』、
帰
国
後
に
は
『
分
節

化
さ
れ
た
開
放
的
な
都
市（

11
（

』
と
い
っ
た
著
作
が
発
表
さ
れ
、
都
市
空
間
の
分
散
と
人

口
密
度
の
軽
減
、
そ
し
て
緑
化
に
よ
る
「
都
市
農
村
世
界Stadtlandschaft

」
の
実

現
が
同
時
代
の
都
市
計
画
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
た（

11
（

。

　

や
や
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
と
、
帰
国
後
の
マ
イ
は
、
二
〇
年
間
を
東
ア
フ

リ
カ
で
過
ご
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
困
難
を
か
か
え
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら

同
時
代
の
モ
デ
ル
に
適
応
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の

際
に
、
彼
の
構
想
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、「
衛
星
都
市
」
と
「
近
隣
住
区
」
の
二

つ
で
あ
っ
た
。

　

前
者
の
「
衛
星
都
市
」
は
、
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
自
ら
実
行
し
た
都
市

計
画
構
想
で
あ
る
。
冒
頭
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
マ
イ
は
「
新
し
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
」
の
建
設
に
際
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
実
践
し
た
。
建
物
の
外
観
は
タ
ウ
ト

の
建
築
に
も
み
ら
れ
る
平
屋
根
が
支
配
的
と
な
り
、
住
宅
の
間
取
り
も
機
能
主
義
的

な
観
点
か
ら
設
計
さ
れ
た
。
居
間
か
ら
独
立
し
た
台
所
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
キ

ュ
ッ
ヘ
」
の
開
発
は
そ
の
象
徴
的
な
事
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
機
能
主
義
的
な

設
計
に
も
と
づ
く
住
宅
の
規
格
化
・
標
準
化
と
と
も
に
、
事
前
に
建
設
部
材
を
大
量

生
産
し
、
現
場
で
組
み
立
て
て
住
宅
の
建
設
を
行
う
プ
レ
ハ
ブ
工
法
も
推
進
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
規
格
化
や
合
理
化
は
西
ド
イ
ツ
で
も
継
続
さ
れ
、「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

タ
ー
・
キ
ュ
ッ
ヘ
」
も
、
そ
の
発
展
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
「
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー

ト
式
キ
ュ
ッ
ヘ
」
が
開
発
さ
れ
た（

1（
（

。
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フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
用
い
た
都
市
計
画
は
、
都
市
の
過
密

状
態
の
解
消
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
一
九
世
紀
末
に
現
れ
た
賃
貸

兵
舎
が
建
ち
並
ぶ
大
都
市
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
第
二
帝
政
期
の
改
革
運
動
と
も
重

な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
マ
イ
の
取
り
組
み
の
特
徴
は
郊

外
の
利
用
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
都
市
郊
外
に
新
た
な
住
宅
地
を
建
設
す
る
こ
と
で
、

都
心
か
ら
人
口
の
分
散
を
図
り
都
市
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
構
想
を
マ
イ
は
「
衛
星
都
市
」
と
呼
び
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
建
設
参
事
官

と
な
る
以
前
、
本
格
的
に
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
時
代
、

一
九
二
一
年
の
都
市
計
画
コ
ン
ペ
を
契
機
に
、
そ
の
概
要
を
発
表
し
て
い
た
。
従
来

の
都
市
の
あ
り
か
た
を
集
中
型
の
都
市
拡
張
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、
放
射
状
の
都

市
拡
大
に
よ
る
改
善
が
現
在
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
妥
協
案
で
あ
り
根
本

的
解
決
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
し
、
分
散
型
の
都
市
計
画
を
提
案
し
た（

11
（

。
そ
の
内
容

は
、
既
存
の
大
都
市
を
中
核
都
市
と
し
て
二
〇
か
ら
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た

位
置
に
人
口
五
万
か
ら
一
〇
万
人
の
衛
星
都
市
を
建
設
す
る
、
衛
星
都
市
は
地
域
的

な
自
治
や
雇
用
の
機
会
、
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
の
供
給
な
ど
自
立
的
な
都
市
機

能
を
も
つ
、
他
方
、
中
核
都
市
に
は
地
方
行
政
の
中
央
機
関
や
経
済
団
体
支
部
、
銀

行
、
大
学
、
美
術
館
が
残
さ
れ
、
両
者
が
交
通
網
で
結
ば
れ
る
こ
と
で
有
機
的
な
衛

星
都
市
圏
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

こ
の
構
想
は
、
既
存
都
市
か
ら
離
れ
た
緑
地
の
な
か
で
職
住
近
接
の
自
立
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
試
み
る
イ
ギ
リ
ス
田
園
都
市
運
動
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
マ
イ
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
二
年
間
、
田
園
都
市
運
動
の
創
始
者
ハ
ワ
ー
ド

の
構
想
の
も
と
最
初
の
田
園
都
市
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
を
設
計
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
レ

イ
モ
ン
ド
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
設
計
事
務
所
で
働
く
機
会
を
得
て
、
こ
の
期
間
に
田
園
都

市
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
建
設
に
も
参
加
し
て
い
た（

11
（

。
も
っ
と
も
、
実
際
の
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
で
は
、
都
心
か
ら
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
住
宅
団
地
が
建
設
さ
れ
、
衛
星

都
市
と
い
え
る
ほ
ど
の
自
立
性
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
限
界
も
あ
っ
た（

11
（

。

　

都
市
の
過
密
問
題
の
解
決
を
郊
外
に
求
め
る
発
想
は
、
田
園
都
市
運
動
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
世
紀
転
換
期
に
登
場
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
タ
ウ
ト
や
マ
イ
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
に
よ
る
郊
外
住
宅
団
地
建
設
の
よ
う
な
実
験
的
試
み
が
戦
間
期
に
展
開
さ
れ

た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
大
規
模
な
郊
外
利
用
が
行
わ

れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
田
園
都
市
の
系
譜
の
下
に
あ
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設
が
本
格

化
し
、
西
ド
イ
ツ
で
は
「
分
節
化
さ
れ
た
開
放
的
な
都
市
」
や
「
都
市
農
村
世
界
」

と
い
う
理
念
の
下
、
郊
外
で
の
住
宅
団
地
建
設
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
こ
う

し
た
戦
後
の
動
き
は
、
戦
間
期
の
マ
イ
の
試
み
と
連
続
的
な
も
の
で
あ
り
、「
衛
星

都
市
」
は
マ
イ
に
と
っ
て
指
導
理
念
で
あ
り
続
け
た
。

　

も
っ
と
も
西
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
う
し
た
都
市
計
画
の
理
念
に
し
た
が
っ
た
も
の
の

ほ
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
が
推
進
し
た
一
九
五
六
年
の
第
二
次
住
宅
建
設
法

に
よ
る
、「
戸
建
て
持
ち
家
住
宅
」
の
建
設
と
い
う
文
脈
で
も
郊
外
が
住
宅
建
設
の

場
と
な
っ
た（

11
（

。
こ
の
動
き
に
対
し
マ
イ
は
、
個
人
所
有
の
住
戸
が
建
ち
並
ぶ
こ
と
で

統
一
的
な
計
画
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
、「
共
同
設
備
を
そ
な
え
大
規
模
か

図 7　 フ ラ ン
ク フ ル タ ー・

キュッヘ

（出典： 
Dietmar Reinborn, 
S t ä d t e b a u  i m 
1 9 .  u n d  2 0 . 
J a h r h u n d e r t , 
Stuttgart 1996, S. 
111）

図 8　ノイエ・
ハ イ マ ー ト 式

キュッヘ

（出典： 
F l o r i a n  S e i d l , 
„„  . . .  aus einer 
S i t u a t i o n  d a s 
Bestmögliche zu 
machen“ : Ernst 
Mays Architektur 
u n d  S t ä d t e b a u 
nach 1954“, in: 
Claudia Quiring, 
u.a. (Hrsg.), Ernst 
May: 1886-1970, 
München 2011, S. 
217）
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つ
統
一
的
に
計
画
さ
れ
た
住
宅
団
地
と
い
う
、
新
し
い
社
会
構
造
を
創
出
す
る
た
め

の
都
市
計
画
上
の
成
果
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
批
判
し
て

い
る（

11
（

。
マ
イ
の
住
宅
団
地
建
設
は
、
郊
外
を
舞
台
と
し
た
、
異
な
る
理
念
に
基
づ
く

住
宅
建
設
の
対
抗
関
係
の
中
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

も
う
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
、「
近
隣
住
区
」
も
ま
た
田
園
都
市
運
動
の
延
長
上
に
位

置
す
る
構
想
で
あ
り
、
一
九
二
九
年
、
ア
メ
リ
カ
の
都
市
計
画
家
ク
ラ
レ
ン
ス
・
ペ

リ
ー
に
よ
っ
て
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
と
し
て
提
唱
さ
れ
た（

11
（

。
そ
の
内
容
は
、

小
学
校
の
校
区
を
念
頭
に
人
口
は
五
〇
〇
〇
人
程
度
と
す
る
、
境
界
を
幹
線
道
路
な

ど
で
明
示
す
る
、
住
区
内
に
公
共
施
設
や
店
舗
を
設
け
徒
歩
圏
内
で
日
常
生
活
を
可

能
に
す
る
、
住
区
内
に
小
公
園
や
緑
地
な
ど
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設
け
る
、

と
い
っ
た
原
則
を
も
つ
。
都
市
生
活
を
人
間
的
ス
ケ
ー
ル
に
戻
し
、
草
の
根
の
民
主

主
義
を
支
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
育
む
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
伝
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
時
代
に
よ
っ
て

独
自
の
発
展
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る（

1（
（

。
ナ
チ
体
制
下
の
ド
イ
ツ
で
は
、
四
〇
年
の
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
都
市
計
画
で
、
階
層
的
な
ナ
チ
党
組
織
の
中
に
「
住
宅
団
地
細
胞
と
し

て
の
地
域
グ
ル
ー
プO

rtsgruppe als Siedlungszelle

」
と
位
置
付
け
ら
れ
、「
民
族

共
同
体
」
を
支
え
る
単
位
と
し
て
利
用
さ
れ
た（

11
（

。

　
「
近
隣
住
区
」
は
マ
イ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
去
っ
た
後
に
大
き
く
発
展
を
と
げ
た
ア

イ
デ
ア
だ
が（

11
（

、
こ
う
し
た
理
論
の
発
展
を
、
ア
メ
リ
カ
の
理
論
家
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
い
た
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
と
の
交
流
を
通

じ
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た（

11
（

。
実
際
に
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
は
大
戦
中
の

一
九
四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
、
ア
メ
リ
カ
で
「
近
隣
住
区
」
の
原
則
に
従
っ
た

人
口
五
〇
〇
〇
人
の
町
の
建
設
を
実
践
し
て
お
り（

11
（

、
マ
イ
も
ま
た
、
東
ア
フ
リ
カ
で

の
最
大
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
な
る
カ
ン
パ
ラ
拡
張
計
画
と
モ
ン
バ
サ
の
ポ
ー
ト
・
チ

ュ
ー
ダ
ー
団
地
で
「
近
隣
住
区
」
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

図 9　カンパラ拡張計画、
人種別の住宅地開発

（出典： Regina Göckende, Spätkoloniale 
Moderne, Basel 2016, S. 200）

図 10　人種別の住宅の規格化

（出典： Kai K. Gutschow, „Das „Neue 
Afrika““, in: Claudia Quiring, u.a. (Hrsg.), Ernst 
May: 1886-1970, München 2011, S. 207）

　

カ
ン
パ
ラ
拡
張
計
画
は
、

既
存
都
市
東
部
の
丘
陵
地
帯

に
都
市
を
拡
大
す
る
も
の

で
、
地
形
に
合
わ
せ
九
つ
の

住
宅
地
が
計
画
さ
れ
た（

11
（

。
最

も
東
の
三
つ
に
注
目
す
る

と
、
コ
ロ
丘
陵
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
と
、
イ
ン
ド
人
を

中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
人
、
ナ

グ
ル
丘
陵
に
は
ア
フ
リ
カ

人
、
丘
陵
の
南
東
に
位
置
す

る
ナ
カ
ワ
工
業
地
区
近
く
に

は
出
稼
ぎ
ア
フ
リ
カ
人
労
働

者
と
、
人
種
別
に
住
宅
地
が

建
設
さ
れ
、
ま
た
人
種
別
に

住
宅
タ
イ
プ
の
規
格
化
が
行

わ
れ
た（

11
（

。
そ
の
中
で
、
ナ
グ

ル
丘
陵
で
は
、
約
一
〇
〇
家

族
を
一
つ
の
「
家
族
グ
ル
ー

プ
」
と
し
て
ま
と
め
、
四
つ

の
「
家
族
グ
ル
ー
プ
」
で

三
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
「
近
隣

住
区
」
を
構
成
し
、「
住
区
」

に
小
学
校
、
病
院
を
設
け
る

計
画
が
立
案
さ
れ
た（

11
（

。
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よ
り
詳
細
な
建
築
の
様
子
が
わ
か
っ
て
い
る
の
が
モ
ン
バ
サ
の
ポ
ー
ト
・
チ
ュ
ー

ダ
ー
団
地
で
あ
る
。
団
地
全
体
で
五
〇
〇
〇
人
の
「
近
隣
住
区
」
を
形
成
し
、
そ
れ

が
さ
ら
に
、
よ
り
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
分
節
化
さ
れ
る（

11
（

。「
図
11
」
と
「
図
12
」
を

見
る
と
、
団
地
の
敷
地
は
長
方
形
で
、
縦
方
向
に
緑
地
が
貫
き
、
緑
地
の
両
側
に
、

三
階
建
て
列
状
建
築
の
住
棟
（
a
と
b
）
二
棟
と
二
階
建
て
の
連
続
住
宅
（
c
）
一

棟
を
セ
ッ
ト
に
し
て
建
物
が
配
置
さ
れ
、
こ
の
三
棟
の
建
物
に
囲
ま
れ
た
空
間
を
単

位
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
グ
ル
ー
プ
に
は
事
務

所
（
d
）
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
三
棟
の
建
物
に
囲
ま
れ
る
こ
と
で
創
出
さ
れ

る
空
間
は
菜
園
（
m
）
と
し
て
利
用
さ
れ
、
こ
の
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
で
グ
ル
ー

プ
内
の
共
同
体
を
育
て
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
毎
の
小
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
「
近
隣
住
区
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
共
同
体
に
ま
と
め
る
た
め
、
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
場
（
ｋ
）
近
く
、
敷
地
の
中
央
に
、
団
地
全
体
の
セ
ン
タ
ー
（
e
）、

保
健
セ
ン
タ
ー
（
f
）、
保
育
所
（
ｇ
）
と
い
っ
た
公
共
施
設
が
配
置
さ
れ
る
。
商

店
（
j
）
は
長
方
形
の
敷
地
の
上
部
と
下
部
の
二
ヶ
所
に
、
さ
ら
に
ペ
リ
ー
が
「
校

区
」
を
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
た
様
に
、
小
学
校
（
h
）
と
家
政
学
校
（
i
）
が
敷
地

の
上
部
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る（

11
（

。

　
　
　
　

５　

一
九
五
〇
年
代
の
住
宅
団
地

　

こ
の
「
近
隣
住
区
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
東
ア
フ
リ
カ
時
代
と
五
〇
年
代
西
ド
イ

ツ
の
マ
イ
の
住
宅
団
地
を
比
較
し
て
み
た
い
。

図 11　ポート・チューダー団地、建物の配置図

（出典： Eckhard Herrel, Ernst May. Architekt und 
Stadtplaner in Afrika 1934-1953, Tübingen 2001, S. 118）

図 12　三棟の建物による中庭的な空間の創出

（出典： Deutsches Architekurmuseum, http://
archiv.dam-online.de/handle/11153/160-018-013）

　

ま
ず
、
最
初
期
の
住
宅
団

地
、
ブ
レ
ー
マ
ー
ハ
ー
フ
ェ

ン
の
グ
リ
ュ
ー
ン
ヘ
ー
フ
ェ

団
地
を
見
て
み
よ
う（

1（
（

。
こ
こ

で
は
一
九
五
四
年
か
ら
五
七

年
に
か
け
て
、
四
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
敷
地
に
二
〇
〇
〇

戸
の
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
。

建
物
の
配
置
に
よ
り
中
庭
的

な
空
間
を
多
数
生
み
出
す
構

造
が
特
徴
的
で
、
モ
ン
バ
サ

の
ポ
ー
ト
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
団
地
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
長
方
形
の

枠
組
み
は
く
ず
さ
れ
、
敷
地
は
扇
状
の
形
態
と
な
り
、
曲
線
を
よ
り
意
識
し
て
い
る

と
い
う
差
異
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
団
地
で
も
、
列
状
建
築
の
住
棟
が
作
り
出
す
中
庭

を
囲
む
約
二
〇
〇
戸
が
「
家
族
グ
ル
ー
プ
」
と
名
付
け
ら
れ
て
、
団
地
の
社
会
構
造

の
単
位
と
さ
れ
、
中
庭
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
育
む
こ
と
が
企
図
さ
れ
た（

11
（

。

　

建
物
に
つ
い
て
は
、
簡
素
な
直
方
体
の
建
物
に
階
段
室
や
バ
ル
コ
ニ
ー
で
ア
ク
セ

ン
ト
を
つ
け
た
も
の
を
基
本
と
し
が
ら
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
住
宅
か
ら
な
る
団
地
が

図 13　グリューン・ヘーフェ団地の計画図

（出典： Werner Durth / Jörn Düwel / Niels 
Gutschow, Architektur und Stödtebau der DDR. 
Die frühen Jahre, Berlin 2007, S. 504）
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目
指
さ
れ
た
。
主
に
四
階
建
て
の
建
物
か
ら
構
成
さ
れ
、
南
部
・
南
東
部
に
は
よ
り

低
層
の
二
階
建
て
か
平
屋
の
連
続
住
宅
が
配
さ
れ
て
い
る
。
学
校
、
幼
稚
園
、
ス

ポ
ー
ツ
広
場
、
商
店
と
い
っ
た
公
共
施
設
が
計
画
さ
れ
、
十
四
階
建
て
の
高
層
建
築

が
団
地
の
中
心
を
意
識
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た（

11
（

。

　

異
な
る
タ
イ
プ
の
建
物
を
用
い
る
こ
と
で
、
第
一
に
、
多
様
な
住
宅
の
需
要
に
応

え
る
こ
と
、
第
二
に
、
家
族
の
増
減
や
所
得
の
変
動
の
際
に
、「
近
隣
住
区
」
内
で

の
転
居
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た（

11
（

。
ま
た
、
建
物
の
高
さ
や
長
さ
に
違
い

を
つ
け
、
建
築
物
の
並
び
を
か
み
合
わ
せ
た
り
、
ず
ら
し
た
り
す
る
こ
と
で
造
形
上

の
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
、
カ
ー
ブ
の
つ
い
た
道
と
と
も
に
列
状
建
築
の
画
一
性
の
印

象
を
和
ら
げ
る
狙
い
を
み
て
と
る
こ
と
も
で
き
る（

11
（

。

　

西
ド
イ
ツ
時
代
初
期
の
住
宅
団
地
か
ら
、「
近
隣
住
区
」
を
よ
り
小
さ
い
グ
ル
ー

プ
へ
と
分
節
化
す
る
こ
と
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
中
庭
の
共
有
に
よ
り
共
同
体
と
し
て

育
て
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
空
間
を
創
り
出
す
よ
う
建
物
を
配
置
す
る
こ
と
、

こ
れ
ら
を
マ
イ
が
東
ア
フ
リ
カ
時
代
か
ら
連
続
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
見
知
ら
ぬ
人
の
間
で
見
知
ら
ぬ
人
と
し
て
暮
ら
す
と
い
う
都
市
生

活
の
匿
名
性
に
対
し
、
都
市
を
感
覚
的
に
把
握
可
能
な
単
位
に
分
節
化
す
る
こ
と
で

共
同
体
を
創
出
し
、「
家
族
グ
ル
ー
プ
」「
近
隣
住
区
」「
都
市
」
と
い
う
階
層
構
造

の
な
か
で
、
都
市
を
人
々
の
社
会
的
結
合
、
共
同
性
が
回
復
さ
れ
た
有
機
体
と
す
る

こ
と
が
目
指
さ
れ
た（

11
（

。
こ
う
し
た
共
同
体
を
創
出
す
る
構
想
が
、
建
築
に
よ
り
実
行

さ
れ
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
少
し
後
の
時
期
、
か
つ
、
よ
り
大
規
模
な
ブ
レ
ー
メ
ン
の
ノ
イ
エ
・

フ
ァ
ー
団
地
を
見
て
み
よ
う（

11
（

。
こ
の
住
宅
団
地
は
、
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
の
ブ

レ
ー
メ
ン
の
子
会
社
が
施
主
と
な
り
、
一
万
五
〇
〇
〇
戸
の
住
宅
と
い
う
当
時
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
最
大
規
模
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
一
九
五
六
年
か
ら
六
一
年
に
か
け
て

建
設
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
建
築
家
の
作
業
共
同
体
が
計
画
を
行
い
、
マ
イ
は
、
同
時

代
の
都
市
モ
デ
ル
を
発
信
し
て
い
た
建
築
家
ラ
イ
ヒ
ョ
ウ
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
建
築
家

で
あ
る
ゾ
イ
メ
や
ハ
ー
フ
ェ
マ
ン
と
と
も
に
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
活
動
し
た（

11
（

。

　

作
業
共
同
体
の
な
か
で
の
マ
イ
の
担
当

の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
が
、
幾
つ
か
の
変
化
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
住
宅
団
地
の
大
規

模
化
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
団
地
が
ひ
と

つ
の
「
近
隣
住
区
」
を
構
成
す
る
の
で
は

な
く
、
住
宅
団
地
内
に
複
数
の
「
近
隣
住

区
」
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ノ
イ

エ
・
フ
ァ
ー
団
地
で
は
、
五
つ
の
「
近
隣

住
区
」
が
設
定
さ
れ
た（

11
（

。
他
方
で
、
建
物

の
配
置
に
よ
り
中
庭
的
な
空
間
を
創
出

し
、
住
区
内
の
下
位
の
グ
ル
ー
プ
で
共
同

体
意
識
を
涵
養
す
る
構
成
は
続
け
ら
れ

た（
11
（

。
も
っ
と
も
、
団
地
全
体
の
大
規
模
化

図 14　ノイエ・ファー団地と五つの近隣住区

（出典： Ralf Lange, Hamburg. Wiederaufbau und Neuplanung, 
Königstein 1994, S. 90）

に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
小
規
模
な
グ
ル
ー
プ
の
意
義
が
曖
昧
に
な
っ
た
印
象
も
あ

り
、
さ
ら
に
、
建
物
は
直
角
直
行
、
反
復
が
よ
り
顕
著
と
な
っ
た（

1（
（

。

　

団
地
の
中
心
に
は
、
商
業
地
区
と
と
も
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
建
築
家
ア
ル

ヴ
ァ
・
ア
ー
ル
ト
の
設
計
に
よ
る
二
十
二
階
建
て
の
高
層
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
が
建
設

さ
れ
た
。
建
物
が
よ
り
高
く
な
る
傾
向
は
団
地
全
体
と
し
て
み
ら
れ
、
四
階
か
五
階

建
て
の
住
宅
に
十
四
階
建
て
高
層
建
築
が
ア
ク
セ
ン
ト
を
な
し
て
い
た
グ
リ
ュ
ー
ン

ヘ
ー
フ
ェ
に
対
し
、 

五
階
、
八
階
、
さ
ら
に
十
階
を
超
え
る
建
物
が
多
く
用
い
ら
れ

た
。
そ
の
一
方
で
、
建
物
の
高
さ
の
ズ
レ
の
利
用
は
維
持
さ
れ
た
。
二
十
二
階
建
て

高
層
ア
パ
ー
ト
に
は
大
規
模
な
団
地
の
中
心
を
意
識
さ
せ
る
役
割
が
与
え
ら
れ
、
さ



ゲシヒテ第 12号　80

ら
に
団
地
の
中
心
に
高
い
建
物
が
位
置
し
、
周
縁
に
向
か
う
に
つ
れ
低
く
な
り
、
外

縁
に
低
層
の
連
続
住
宅
を
置
き
、
団
地
外
部
の
緑
地
へ
の
移
行
を
導
く
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
る（

11
（

。

　
　
　
　

６　

一
九
六
〇
年
代
の
変
化

　

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
マ
イ
は
、
東
ア
フ
リ
カ
時
代
か
ら
西
ド
イ
ツ
時
代
に
ま

た
が
っ
て
、「
近
隣
住
区
」
を
用
い
た
住
宅
団
地
建
設
を
試
み
て
い
た
。
こ
の
状
況

が
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
五
〇
年
代
の
団
地
で
も
短
期
間
で
差
異
が
見
ら
れ
た
が
、「
近
隣
住
区
」

は
維
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
六
〇
年
代
に
生
じ
た
の
は
よ
り
根
本
的
な
都

市
計
画
モ
デ
ル
の
変
化
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
「
分
節
化
さ
れ
た
開
放
的
な
都
市
」
と

い
う
モ
デ
ル
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
都
市
の
分
節
化
を
疑
問
視
す
る
流
れ
の
な
か

で
、「
近
隣
住
区
」
に
対
し
て
も
、
共
同
体
の
形
成
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
む
し
ろ
社

会
的
な
孤
立
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
た（

11
（

。

　

か
わ
っ
て
登
場
し
た
の
は
、
戦
後
の
都
市
計
画
、
さ
ら
に
言
え
ば
第
二
帝
政
期
以

来
の
住
宅
改
革
運
動
が
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
都
市
密
度
の
低
減
と
は
反
対
の
方

向
性
を
も
つ
、「
密
集
に
よ
る
都
市
性U

rbanität durch D
ichte

」
と
い
う
都
市
像
で

あ
っ
た（

11
（

。
都
市
計
画
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
に
応
じ
て
、
住
宅
団
地
の
あ
り
方
も
大

き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
代
の
都
市
性
と
し
て
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
消
費
の
機
会
や
充
実
し
た
イ
ン
フ
ラ
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望

ま
れ
た（

11
（

。
こ
れ
ら
を
維
持
す
る
に
は
、
そ
の
採
算
が
と
れ
る
人
口
が
必
要
で
あ
り
、

経
済
性
の
観
点
か
ら
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
高
密
度
に
な
っ
た
新
世
代
の
大
規
模
住

宅
団
地
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

11
（

。

　

こ
の
流
れ
の
中
で
、
マ
イ
は
近
隣
住
区
モ
デ
ル
に
よ
る
住
宅
団
地
建
設
か
ら
離
れ
、

図 15　ダルムシュタット・クラニッヒ
シュタイン団地の建築模型

（出典： Deutsches Architekurmuseum, http://
archiv.dam-online.de/handle/11153/160-039-009）

同
時
代
の
潮
流
に
従
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
マ
イ
の
最

後
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
一
九
六
五
年
か
ら

七
〇
年
に
建
設
さ
れ
た
ダ
ル

ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
・
ク
ラ
ニ
ッ

ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
団
地
を
見
て

み
よ
う
。
ま
ず
、
何
度
も
屈

曲
す
る
長
大
な
建
物
が
目
に

つ
く
。
高
さ
・
長
さ
の
双
方

で
建
物
の
規
模
は
拡
大
し
、
さ
ら
に
、
団
地
の
中
央
に
最
も
高
い
建
物
を
置
き
、
周

辺
に
向
か
う
に
つ
れ
低
く
な
る
と
い
う
配
置
は
消
え
る
。
か
わ
っ
て
、
高
く
長
い
建

物
の
「
壁
」
が
団
地
を
縁
取
り
、
こ
れ
ら
に
囲
ま
れ
た
空
間
の
中
に
一
階
か
二
階
建

て
の
建
物
が
置
か
れ
る
。
こ
の
低
層
の
建
物
の
列
と
長
大
な
建
物
が
、
極
端
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
の
印
象
を
与
え
る（

11
（

。
こ
の
住
宅
団
地
の
姿
に
、
五
〇
年
代
か
ら
の
変
化
を

具
体
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　
　
　
　

７　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
の
マ
イ
の
建
築
に
即
し
た
考
察
を
も
と
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
国
際

性
と
い
う
問
題
、
一
九
四
五
年
を
「
零
時
」
と
す
る
見
方
を
相
対
化
し
た
う
え
で
の

連
続
と
断
絶
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
マ
イ
の
建
築
に
即
し
て
時
代
区
分
を
設
け
る
な
ら
ば
、
東
ア
フ
リ
カ
か

ら
西
ド
イ
ツ
へ
と
活
動
の
場
を
移
し
た
も
の
の
、
東
ア
フ
リ
カ
時
代
と
五
〇
年
代
の

西
ド
イ
ツ
の
住
宅
団
地
に
は
連
続
性
が
み
ら
れ
、
六
〇
年
代
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
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た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
ア
フ
リ
カ
か
ら
西
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
て
困
難
な

く
同
時
代
の
理
論
的
水
準
で
活
動
で
き
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う

を
、「
近
隣
住
区
」
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
た
モ
ン
バ
サ
の
ポ
ー
ト
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
と

ブ
レ
ー
マ
ー
ハ
ー
フ
ェ
ン
の
グ
リ
ュ
ー
ン
ヘ
ー
フ
ェ
が
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
背
景
を
考
え
る
と
、
ひ
と
つ
に
は
、
英
語
圏
・
イ
ギ
リ
ス
領
東
ア
フ

リ
カ
に
お
い
て
、
戦
前
か
ら
の
人
的
つ
な
が
り
を
通
じ
、
戦
中
の
グ
ロ
ピ
ウ
ス
や

ヴ
ァ
グ
ナ
ー
の
試
み
も
含
め
、
知
識
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
家
の
国
際
的
な
交
流
の
広
が
り
と
深
さ
を
指
摘
で
き
る
。
い
ま
ひ
と
つ
に

は
、
戦
後
復
興
の
理
念
や
都
市
計
画
の
ア
イ
デ
ア
の
内
容
そ
の
も
の
が
、
マ
イ
が
す

で
に
戦
間
期
に
実
践
し
て
い
た
郊
外
を
利
用
し
た
都
市
密
度
の
軽
減
と
い
う
方
向
性

に
お
い
て
、
戦
前
と
連
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
マ
イ

自
身
は
、
戦
後
復
興
を
全
く
新
し
く
都
市
を
建
設
す
る
た
め
の
一
回
限
り
の
歴
史
的

チ
ャ
ン
ス
と
し
て
、
一
九
四
五
年
を
「
零
時
」
的
に
捉
え
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、

す
で
に
戦
前
に
練
ら
れ
た
理
念
や
構
想
の
延
長
上
で
都
市
計
画
も
住
宅
団
地
建
設
も

行
わ
れ
た
。

　

第
二
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
と
り
ま
く
社
会
的
文
脈
や
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の

も
つ
社
会
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
性
格
に
目
を
向
け
る
と
、
二
〇
年
代
か
ら
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
歴
史
主
義
を
斥
け
た
機
能
主
義
と
新
技
術
の
投
入
に
よ
る
都
市

改
造
や
社
会
改
革
に
絶
え
ず
関
心
を
寄
せ
、
都
市
密
度
の
低
減
を
実
現
す
る
都
市
計

画
と
郊
外
住
宅
団
地
の
建
設
を
実
行
し
て
き
た
。
こ
れ
を
マ
イ
に
即
し
て
見
る
と
、

そ
の
建
築
は
、
二
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
田
園
都
市
運
動
の
延
長
上
で
登

場
し
た
「
衛
星
都
市
」「
近
隣
住
区
」
と
い
う
都
市
計
画
構
想
の
中
で
展
開
さ
れ
、

既
存
の
都
市
で
失
わ
れ
た
共
同
体
を
、
新
し
い
建
築
の
理
念
に
よ
っ
て
構
築
す
る
と

い
う
社
会
改
革
的
関
心
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
体

の
構
築
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
進
歩
性
や
革
新
性
は
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
工
業
化
の
結
果
と
し
て
の
共
同
体
の
消
滅
と
い
う
社
会
問
題
に
対
し
、

過
去
へ
の
直
接
の
回
帰
と
し
て
で
は
な
く
、
工
業
社
会
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
さ
ら

に
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
介
し
て
有
機
的
な
共
同
体
に
到
達
す
る
と
い
う
解
決
策
が
追

求
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

　

他
方
で
、
東
ア
フ
リ
カ
と
い
う
文
脈
で
は
、
カ
ン
パ
ラ
拡
張
計
画
で
人
種
別
に
住

宅
地
建
設
、
住
宅
タ
イ
プ
の
開
発
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
の
機
能
主
義
や
規
格
化
が
、
植
民
地
支
配
の
な
か
で
人
種
別
の
隔
離
や
管
理
に

寄
与
す
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
も
見
過
せ
な
い
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
イ
の
主
観

で
は
ア
フ
リ
カ
的
特
性
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
総
合
し
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た

実
験
住
宅
が
、
現
地
ア
フ
リ
カ
の
人
び
と
に
は
不
評
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
普
遍
性
の
主
張
と
、
非
西
洋
の
現
地
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で

興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
六
〇
年
代
半
ば
の
マ
イ
の
住
宅
団
地
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
マ

イ
の
西
ド
イ
ツ
で
の
活
動
時
期
が
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速
に
進
ん
だ
時
期

で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
家
用
車
の
所
有
台
数
は
、

一
九
五
四
年
の
一
四
六
万
台
か
ら
、
一
九
六
〇
年
の
四
四
八
万
台
へ
、
さ
ら
に
、

一
九
六
三
年
の
七
三
〇
万
台
、
一
九
七
〇
年
の
一
三
九
四
万
台
へ
と
増
加
し
た（

11
（

。
マ

イ
の
西
ド
イ
ツ
で
の
キ
ャ
リ
ア
の
間
に
一
〇
倍
に
な
り
、
特
に
六
〇
年
代
に
入
っ
て

か
ら
の
絶
対
数
の
増
加
が
顕
著
と
い
え
る
。「
近
隣
住
区
」
が
魅
力
を
失
い
共
同
体

形
成
の
効
果
が
疑
問
視
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
鉄
道
と
そ
の
延
伸
を
念
頭
に
構
想
さ

れ
た
田
園
都
市
の
共
同
体
イ
メ
ー
ジ
と
、
自
家
用
車
の
普
及
に
よ
っ
て
移
動
の
質
が

変
化
し
た
六
〇
年
代
社
会
の
共
同
体
や
共
同
性
の
実
態
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
問
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

11
（

。

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
三
つ
の
論
点
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
一
九
六
〇
年

代
の
変
化
の
意
味
を
確
認
し
た
い
。
六
〇
年
代
に
登
場
し
た
「
密
集
に
よ
る
都
市
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性
」
と
い
う
方
向
性
は
、
二
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
郊
外
を
利
用
し
た
分

散
と
都
市
密
度
の
低
下
を
追
求
し
て
き
た
マ
イ
の
建
築
の
連
続
性
に
対
し
て
、
根
本

的
な
断
絶
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
歴
史
的
な
位
置
付
け
に
目
を

向
け
る
と
、
六
〇
年
代
の
変
化
は
、
戦
後
期
の
な
か
で
の
局
面
の
変
化
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
よ
り
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
の
二
〇
年
代
か
ら
の
連
続
性
の
終
焉
、
さ
ら

に
は
、
戦
間
期
の
試
み
の
基
盤
を
提
供
し
た
と
い
う
意
味
で
は
世
紀
転
換
期
か
ら
の

連
続
性
の
終
焉
と
い
う
局
面
の
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
連
続
性
が
終
焉
し
て
い
く
一
九
六
〇
年
代
の
変
化
の
後
に
、
ど
の
よ

う
な
局
面
が
新
た
に
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
六
〇
年
代
半
ば
に
最

後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
、
七
〇
年
に
没
し
た
マ
イ
は
、
変
化
の
只
中
で
キ
ャ

リ
ア
を
終
え
た
と
い
う
性
格
が
強
く
、
マ
イ
の
事
例
だ
け
で
は
見
通
す
の
が
難
し
い

側
面
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
考
察
結
果
を
こ
の
後
の
時
期
を
論
じ
た
先
行
研
究

に
位
置
付
け
つ
つ
、
連
続
性
の
終
焉
後
の
新
局
面
に
つ
い
て
展
望
し
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
が
、
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
に

注
目
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
六
〇
年
代
の
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、

経
済
の
拡
大
局
面
が
終
焉
し
た
こ
と
の
意
味
を
重
視
し
て
、
七
〇
年
代
初
頭
を
新
し

い
局
面
が
始
ま
る
画
期
と
位
置
付
け
る（

1（
（

。
こ
の
工
業
的
近
代
の
終
焉
と
と
も
に
、
マ

イ
の
事
例
で
顕
著
で
あ
っ
た
社
会
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に

と
っ
て
、
そ
の
前
提
を
な
す
社
会
的
文
脈
が
失
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

か
わ
っ
て
七
〇
年
代
に
登
場
し
た
の
が
、
郊
外
か
ら
都
心
へ
の
関
心
の
移
動
と
歴

史
的
都
市
の
再
発
見
の
動
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
動
向
で
注
目
す
べ
き
は
、
工

業
化
以
前
の
伝
統
的
街
並
み
だ
け
で
な
く
、
工
業
化
が
進
展
し
た
第
二
帝
政
期
の
市

街
も
ま
た
歴
史
的
建
築
と
し
て
再
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
第
二
帝
政

期
の
市
街
は
、
密
集
し
劣
悪
な
住
環
境
の
集
合
住
宅
を
指
す
賃
貸
兵
舎
の
語
に
象
徴

さ
れ
て
、
住
宅
改
革
や
都
市
計
画
の
多
様
な
潮
流
の
共
通
の
「
敵
」
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
密
集
し
た
市
街
ブ
ロ
ッ
ク
が
「
古
き
良
き
時
代
」

と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
記
念
碑
性
に
お
い
て
新
た
な

意
味
付
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
記
念
碑
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
た
プ
レ
モ

ダ
ン
の
建
築
か
ら
「
記
念
」
や
「
連
想
」
の
要
素
が
背
後
に
退
き
、「
機
能
」
の
面

が
前
面
化
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
時
代
を
へ
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
が
対
峙
し
た

建
物
や
市
街
に
新
た
な
「
記
念
」
の
要
素
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
の
動
き
に
、「
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
」
へ
の
移
行
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

11
（

。

　

さ
ら
に
、
タ
ウ
ト
の
ベ
ル
リ
ン
の
建
築
が
示
す
よ
う
に
、
戦
間
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
も
ま
た
、
建
築
当
時
と
は
異
な
っ
た
文
化
的
な
意
義
を
も
つ
「
記
念
碑
」
へ
と

変
化
し
つ
つ
あ
る（

11
（

。
こ
う
し
た
近
年
の
動
き
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
マ

イ
に
再
び
目
を
向
け
る
と
、
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
建
築
に
比
べ
、
西
ド
イ

ツ
時
代
の
建
築
に
対
す
る
評
価
は
低
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
亡
命
先
で
客
死
し
た

タ
ウ
ト
に
対
し
、
亡
命
先
か
ら
帰
国
し
た
マ
イ
は
、
戦
後
の
分
断
国
家
の
歴
史
と
深

く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
イ
の
西
ド
イ
ツ
時
代
の
建
築
も
、
時
間
的
距
離
と
と

も
に
異
な
る
受
容
を
さ
れ
て
い
く
の
か
、「
戦
後
史
」
の
な
か
で
の
局
面
の
変
化
と

西
ド
イ
ツ
の
記
憶
の
さ
れ
方
を
考
え
る
た
め
の
、
具
体
的
な
考
察
対
象
と
な
り
う
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

注

（
1
） 

こ
こ
で
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
に
関
す
る
研
究
史
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

マ
イ
の
活
動
を
記
録
す
る
文
献
は
生
前
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
六
〇
年
代
に

は
マ
イ
公
認
の
伝
記
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。Justus B

uekschm
itt, Ernst M

ay, 

Stuttgart 1963; 

そ
の
後
、
長
く
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

に
お
け
る
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
で
あ
り
、
八
〇
年
代
に
は
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
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文
献
が
登
場
し
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、C

hristoph M
ohr / M

ichael 

M
üller, Funktionalism

us und M
oderne. D

as N
eue Frankfurt und seine Bauten 

1925-1933, K
öln 1984; Peter Lorenz, D

as neue Bauen im
 W

ohnungs- und 

Siedlungsbau, dargestellt am
 Beispiel des neuen Frankfurt, 1925-33, Stuttgart 

1986; 

他
方
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
以
降
の
マ
イ
を
対
象
と
す
る
研
究
が
本
格

的
に
登
場
す
る
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
マ
イ

の
生
誕
百
周
年
に
あ
た
る
一
九
八
六
年
に
は
、『
バ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
（B

auw
elt

）』
誌

二
八
号
で
特
集
号
が
組
ま
れ
、
そ
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
を
超
え
た

連
続
と
変
化
の
考
察
も
試
み
ら
れ
て
い
た
。V

gl. D
ietrich W

orbs, „K
ontinuität 

und W
andel in M

ays Stadtplanung“, in: Bauw
elt, 28/1986, S. 1074-1075; 

近

年
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
を
ふ
ま
え
、
マ
イ
の
キ
ャ
リ
ア
全
体
を
総
合
的
に

捉
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、C

laudia Q
uiring / 

W
olfgang Voigt / Peter C

achola Schm
al / Eckhard H

errel (H
rsg.), Ernst M

ay: 

1886-1970, M
ünchen 2011.

（
2
） 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
後
藤
俊
明
『
ド
イ
ツ
住
宅
問
題
の
政
治
社
会
史

―

ヴ
ァ
イ
マ
ル
社
会
国
家
と
中
間
層
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
、
第
六
章
（
四
六
一

‐
五
五
五
頁
）; 

馬
場
哲
「
二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
と
住
宅

政
策

―
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
の
社
会
的
住
宅
建
設
を
事
例
と
し

て
」
中
野
隆
生
（
編
）『
20
世
紀
の
都
市
と
住
宅

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
山

川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
四
一
一
‐
四
三
〇
頁
。

（
3
） Eckhard H

errel, „Stete R
eifung, Studienjahre, V

illenbauten in Frankfurt und 

K
riegsgräber an der Front“, in: C

laudia Q
uiring, u.a. (H

rsg.), Ernst M
ay: 

1886-1970, M
ünchen 2011, S. 16-21.

（
4
） B

eate Störtkuhl, „Ernst M
ay und die Schlesische H

eim
stätte“, in: C

laudia 

Q
uiring, u.a. (H

rsg.), Ernst M
ay: 1886-1970, M

ünchen 2011, S. 33-49.

（
5
） C

hristoph M
ohr, „D

as N
eue Frankfurt. W

ohnungsbau und G
roßstadt 1925-

1930“, in: C
laudia Q

uiring, u.a. (H
rsg.), Ernst M

ay: 1886-1970, M
ünchen 

2011, S. 51-67.

（
6
） 

こ
の
間
、
ソ
連
内
部
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
へ
の
移
行
に
と

も
な
う
軋
轢
も
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。Voigt, „Stratege für die N

eue Stadt“, 

in: C
laudia Q

uiring, u. a. (hrsg.), Ernst M
ay: 1886-1970, M

ünchen 2011, S. 

235; 

ソ
連
時
代
の
マ
イ
に
つ
い
て
は
、Thom

as Flierl (H
rsg.), Standardstädte. 

Ernst M
ay in der Sow

jetunion 1930-1933, B
erlin 2012; Evgenija K

onyševa 

/ M
ark M

eerovi (H
rsg.), Linkes U

fer, rechtes U
fer: Ernst M

ay und die 

Planungsgeschichte von M
agnitogorsk (1930-1933), B

erlin 2014; Thom
as 

Flierl, „Ernst M
ay's Standardised C

ities for W
estern Siberia“, in: H

arald 

B
odenschatz / Piero Sassi / M

ax W
elch G

uerra (eds.), U
rbanism

 and 

D
ictatorship. A European Perspective, B

erlin 2015, pp. 199-216.

（
7
） 

東
ア
フ
リ
カ
時
代
の
マ
イ
の
活
動
に
光
を
当
て
た
研
究
と
し
て
、Eckhard H

errel, 

Ernst M
ay. Architekt und Stadtplaner in Afrika 1934-1953, Tübingen 2001; 

マ

イ
の
キ
ャ
リ
ア
全
体
を
検
討
す
る
な
か
で
、
こ
の
時
期
の
位
置
付
け
を
試
み
た

も
の
と
し
て
、K

ai K
. G

utschow
, „D

as „N
eue A

frika““, in: C
laudia Q

uiring, 

u.a. (H
rsg.), Ernst M

ay: 1886-1970, M
ünchen 2011, S. 196-213; 

ま
た
、
近

年
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
考
察
す
る
文
脈

で
マ
イ
も
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。K

ai K
. G

utschow
, „D

as N
eue A

frika: 

Ernst M
ay's K

am
pala Plan as C

ultural Program
m

e“, in: Fassil D
em

issie (ed.), 

C
olonial Architecture and U

rbanism
 in Africa, N

ew
 York 2012, pp. 373-406; 

R
egina G

öckende, Spätkoloniale M
oderne, B

asel 2016, bes. S. 123-236.

（
8
） 

西
ド
イ
ツ
で
の
マ
イ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
工
科
大
学
に

提
出
さ
れ
た
ザ
イ
デ
ル
の
博
士
論
文
が
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
本



ゲシヒテ第 12号　84

格
的
な
研
究
で
あ
り
、
現
在
で
も
研
究
水
準
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。Florian Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, D
iss. 

TU
 M

ünchen, 2008; 

ま
た
、
註
1
の
末
尾
に
挙
げ
た
文
献
で
も
ザ
イ
デ
ル
に

よ
っ
て
簡
潔
な
概
観
が
な
さ
れ
て
い
る
。Florian Seidl, „„ ... aus einer Situation 

das B
estm

ögliche zu m
achen“ : Ernst M

ays A
rchitektur und Städtebau nach 

1954“, in: C
laudia Q

uiring, u.a. (H
rsg.), Ernst M

ay: 1886-1970, M
ünchen 

2011, S. 214-227.

（
9
） G

utschow
, „D

as „N
eue A

frika““ , S. 197.

（
10
） G

utschow
, „D

as N
eue A

frika““, S. 385. 

（
11
） G

utschow
, „D

as „N
eue A

frika““, S. 197f.

（
12
） V

gl. B
uekschm

itt, Ernst M
ay, S. 84-86, 101-107; H

errel, Ernst M
ay, S. 88-

99; G
utschow

, „D
as „N

eue A
frika““, S. 199f.

（
13
） B

uekschm
itt, Ernst M

ay, S. 99f.; H
errel, Ernst M

ay, S. 67-69; G
utschow

, 

„D
as N

eue A
frika“, p. 403. 

（
14
） G

öckende, Spätkoloniale M
oderne, S. 224

よ
り
引
用
。

（
15
） G

utschow
, „D

as „N
eue A

frika““, S. 208f.

（
16
） H

errel, Ernst M
ay, S. 68

（
17
） B

uekschm
itt, Ernst M

ay, S. 86; H
errel, Ernst M

ay, S. 56-61; G
öckende, 

Spätkoloniale M
oderne, S.147f.

（
18
） G

utschow, „D
as „N

eue A
frika““, S. 197; G

öckende, Spätkoloniale M
oderne, S. 

150-160.

（
19
） 

カ
ン
パ
ラ
拡
張
計
画
に
つ
い
て
は
、H

errel, Ernst M
ay, S. 70-74; G

utschow
, 

„D
as „N

eue A
frika““, S. 201-203, 207; G

utschow
, „D

as N
eue A

frika“, 

pp. 387-394; G
öckende, Spätkoloniale M

oderne, S. 196-223; 

ポ

ー

ト
・

チ
ュ
ー
ダ
ー
団
地
に
つ
い
て
は
、H

errel, Ernst M
ay, S. 116-124; G

öckende, 

Spätkoloniale M
oderne, S. 160-163.

（
20
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 26; Seidl, „ ... aus 

einer Situation das B
estm

ögliche zu m
achen“, S. 215.

（
21
） Seidl, „ ... aus einer Situation das B

estm
ögliche zu m

achen“, S. 215-217.

（
22
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 15. 

ノ
イ
エ
・
ハ
イ

マ
ー
ト
社
に
つ
い
て
は
、Peter K

ram
per, N

eue H
eim

at. U
nternehm

enspolitik 

und U
nternehm

ensentw
icklung im

 gew
erkschaftlichen W

ohnungs- und 

Städtebau 1950-1982, Stuttgart 2008, bes. S. 151-183.

（
23
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 33ff.

（
24
） R

alf Lange, H
am

burg. W
iederaufbau und N

euplanung, K
önigstein 1994, S. 

80-82; Seidl, „ ... aus einer Situation das B
estm

ögliche zu m
achen“, S. 221f.; 

Voigt, „Stratege für die N
eue Stadt“, S. 237f.

（
25
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 46-56.　

 

（
26
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 13.　

 

（
27
） H

ans B
ernhard R

eichow
, O

rganische Stadtbaukunst, B
raunschw

eig 1948.

（
28
） Johannes G

öderitz / R
oland R

ainer / H
ubert H

offm
ann, D

ie gegliederte und 

aufgelockerte Stadt, Tübingen 1957.

（
29
） 

テ
ィ
ル
マ
ン
・
ハ
ー
ラ
ン
ダ
ー
（
北
村
昌
史
・
長
尾
唯
・
前
田
充
洋
訳
）「
20

世
紀
後
半
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
住
宅
と
都
市
の
発
展
」
中
野
隆
生

（
編
）、
前
掲
書
、
二
五
四
‐
二
六
〇
頁; 

白
川
耕
一
「
も
っ
と
空
間
を
、
も
っ
と

緑
を
」
中
野
隆
生
（
編
）、
前
掲
書
、
四
四
四
‐
四
四
五
頁
。

（
30
） Voigt, „Stratege für die N

eue Stadt“, S. 231f.; 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
キ
ュ
ッ

ヘ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
ー
ラ
ー
主
義
の
影
響
の
も
と
、
台
所
を
工
場
な
い
し
実
験

室
に
、
調
理
す
る
主
婦
を
労
働
す
る
技
師
に
見
た
て
、
効
率
的
な
配
置
と
作
業
工

程
を
検
討
し
、
合
理
的
な
動
線
を
実
現
す
る
空
間
と
し
て
考
案
さ
れ
た
。
後
藤
、
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前
掲
書
、
五
〇
七
‐
五
〇
八
頁
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
キ
ュ
ッ
ヘ
の
考
案
者

シ
ュ
ッ
テ
＝
リ
ホ
ツ
キ
ー
に
よ
る
回
顧
と
し
て
、M

argarete Schütte-Lihotzky, 

„M
eine A

rbeit m
it Ernst M

ay in Frankfurt a. M
. und M

oskau“, in: Bauw
elt, 

28/1986, S. 1051-1054.

（
31
） Seidl, „ ... aus einer Situation das B

estm
ögliche zu m

achen“, S. 217.

（
32
） Ernst M

ay, „Stadterw
eiterung m

ittels Trabanten“, in: Städtebau, 19 (1922), S. 

51-55.

（
33
） M

ay, „Stadterw
eiterung m

ittels Trabanten“, S. 52-54; 

後
藤
、
前
掲
書
、

四
八
一
‐
四
八
二
頁
。

（
34
） H

errel, „Stete R
eifung“, S. 19; 

後
藤
、
前
掲
書
、
四
八
七
‐
四
八
八
頁
。

（
35
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
郊
外
に
位
置
す
る
ニ
ッ
ダ
河
畔
の
レ
ー
マ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
団
地

や
ヴ
ェ
ス
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
団
地
で
は
、
雇
用
を
生
む
工
場
誘
致
が
実
現
せ
ず
、
生
活

必
需
品
を
充
足
す
る
店
舗
も
不
足
し
た
。
集
会
所
や
図
書
館
、
保
育
所
な
ど
公
共

施
設
の
計
画
も
十
分
に
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
職
住
近
接
の
自
立
的

な
生
活
共
同
体
の
形
成
と
い
う
本
来
の
構
想
か
ら
は
、
限
界
の
多
い
も
の
で
あ
っ

た
。
後
藤
、
前
掲
書
、
四
九
七
、五
〇
一
頁; 

な
お
、
こ
う
し
た
限
界
に
対
し
て
、

マ
イ
は
、
衛
星
都
市
構
想
を
数
十
年
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も

の
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
団
地
を
構
想
の
第
一
歩
と
し
て
積
極
的
に
位
置
付
け

て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
馬
場
、
前
掲
論
文
、
四
二
四
‐
四
二
五
頁
。

（
36
） 

都
市
と
住
宅
に
関
わ
る
研
究
動
向
を
整
理
し
つ
つ
、
世
紀
転
換
期
以
降
の
郊
外
利

用
の
展
開
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
北
村
昌
史
「
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

都
市
と
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
」『
西
洋
史
学
』
二
五
三
号
（
二
〇
一
四
年
）、
五
〇
‐

六
二
頁
。

（
37
） 

拙
著
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策

―
１
９
５
０
年
代
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
住
宅
政
策
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
。

（
38
） 

一
九
五
五
年
十
一
月
二
十
二
日
の
『
ヴ
ェ
ル
ト
（D

ie W
elt

）』
紙
で
の
発
言
。
拙

著
、
一
〇
三
頁
を
参
照
。

（
39
） 

五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
住
宅
団
地
建
設
に
つ
い
て
は
、U

lfert 

H
erlyn / A

delheid von Saldern / W
ulf Tessin (H

rsg.), N
eubausiedlungen der 

20er und 60er Jahre, Frankfurt/M
 1987; A

delheid von Saldern, H
äuserleben. 

Zur G
eschichte städtischen Arbeiterw

ohnens vom
 K

aiserreich bis heute, B
onn 

1995; D
ietm

ar R
einborn, Städtebau im

 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 

1996.

（
40
） 

ク
ラ
レ
ン
ス
・
Ａ
・
ペ
リ
ー
（
倉
田
和
四
生
訳
）『
近
隣
住
区
論
』
鹿
島
出
版
会
、

一
九
七
五
年
。
ま
た
、
近
隣
住
区
論
が
提
唱
さ
れ
た
経
緯
と
背
景
に
つ
い
て
は
、

同
書
の
訳
者
に
よ
る
解
説
が
詳
し
い
、
倉
田
和
四
生
「
近
隣
住
区
論
の
形
成
と
発

展
」
ペ
リ
ー
、
前
掲
書
、
一
九
三
‐
二
一
〇
頁
。

（
41
） D

irk Schubert, „Transatlantic C
rossings of Planning Ideas: The N

eighborhood 

U
nit in the U

SA
, U

K
, and G

erm
any“, in: Jeffery. M

. D
iefendorf / Janet W

ard 

(eds.), Transnationalism
 and the G

erm
an C

ity, N
ew

 York 2014, pp. 141-158.

（
42
） D

avid K
uchenbuch, G

eordnete G
em

einschaft. Architekten als Sozialingenieure 

– D
eutschland und Schw

eden im
 20. Jahrhundert, B

ielefeld 2010, S. 140-161.

（
43
） 

な
お
、
マ
イ
は
ソ
連
時
代
に
「
街
区
（Q

uartal

）」
を
単
位
と
し
た
都
市
計
画
を

試
み
て
お
り
、
一
九
三
〇
年
の
マ
グ
ニ
ト
ゴ
ル
ス
ク
都
市
計
画
案
に
お
け
る
「
街

区
（Q

uartal

）」
を
「
近
隣
住
区
」
に
相
当
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
研
究
も
あ

る
。
た
だ
し
、
正
確
な
位
置
付
け
に
は
、
両
者
の
異
同
と
立
案
の
背
景
や
経
緯

に
つ
い
て
、
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。V

gl. K
oos B

osm
a, “N

ew
 socialist 

cities: foreign architects in the U
SSR

 1920–1940”, in: Planning Perspectives, 

29-3 (2014), p. 319; 

マ
イ
の
回
顧
と
し
て
、Ernst M

ay, „Städtebau und 

W
ohnungsw

esen in der U
dSSR

 nach 30 Jahren“, in: Bauw
elt, 3/1960, S. 65.
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（
44
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 14; G
öckende, 

Spätkoloniale M
oderne, S. 147f., 204.

（
45
） V

gl. Á
lvaro Sevilla-B

uitrago, „M
artin W

agner in A
m

erica“, in: Planning Per-

spectives, 32-4 (2017), pp. 481-502; M
artin W

agner / W
alter G

ropius, „C
ities’ 

R
enaissance“, in: The K

enyon Review
, 5-1 (1943), pp. 12–33.

（
46
） G

utschow
, „D

as N
eue A

frika“, pp. 388f.

（
47
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
ア
ジ
ア
人
、
ア
フ
リ
カ
人
と
い
う
人
種
の
階
層
順
に
住
宅
が
考

案
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
住
宅
が
最
も
大
き
く
部
屋
も
機
能
分
化
し
て
い
る
の

に
対
し
、
ア
フ
リ
カ
人
向
け
住
宅
は
最
も
小
さ
く
、
部
屋
の
機
能
分
化
も
な
さ

れ
な
い
。H

errel, Ernst M
ay, S. 73; G

utschow
, „D

as „N
eue A

frika““, S. 207; 

G
utschow

, „D
as N

eue A
frika“, pp. 401f.; G

öckende, Spätkoloniale M
oderne, 

S. 199-201, 216-218.

（
48
） H

errel, Ernst M
ay, S. 73; G

utschow
, „D

as N
eue A

frika“, pp. 373-406; 

G
öckende, Spätkoloniale M

oderne, S. 210f.

（
49
） H

errel, Ernst M
ay, S. 120; Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 

1954, S. 16.

（
50
） H

errel, Ernst M
ay, S. 118, 120f.

（
51
） 

一
九
五
四
年
に
ノ
イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
の
傘
下
に
お
か
れ
た
ブ
レ
ー
メ
ン
の
公
益

的
住
宅
建
設
会
社
Ｇ
Ｅ
Ｗ
Ｏ
Ｂ
Ａ
（G

em
einnützige W

ohnungsbaugesellschaft 

B
rem

en m
bH

）
の
通
史
の
な
か
で
、
ブ
レ
ー
メ
ン
お
よ
び
ブ
レ
ー
マ
ー
ハ
ー

フ
ェ
ン
に
お
け
る
住
宅
団
地
の
建
設
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
ュ
ー
ン

ヘ
ー
フ
ェ
団
地
に
つ
い
て
は
、H

ans-Joachim
 W

allenhorst, D
ie C

hronik der 

G
EW

O
BA 1924 bis 1992, B

rem
en 1993, S. 189-198.

（
52
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 21; Seidl, „ ... aus 

einer Situation das B
estm

ögliche zu m
achen“, S. 219f.

（
53
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 31; 

こ
こ
で
ザ
イ

デ
ル
は
、
こ
う
し
た
高
層
建
築
物
の
用
い
方
に
タ
ウ
ト
が
唱
え
た
「
都
市
の
冠

Stadtkrone

」
と
し
て
の
意
味
を
み
て
い
る
。
実
際
に
、
マ
イ
も
同
時
代
の
論
考
の

な
か
で
、「
中
世
の
「
都
市
の
冠
」
の
宗
教
的
意
味
は
消
え
る
だ
ろ
う
」
と
し
つ

つ
、「
中
世
都
市
の
魅
力
は
、
少
な
か
ら
ず
、
大
聖
堂
と
教
会
を
冠
と
し
て
飾
る

塔
の
特
徴
に
よ
っ
て
都
市
の
景
観
が
活
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
住
宅
高
層
建
築
も
、
歓
迎
す
べ
き
方
法
で
、
都
市
空
間
の
目
印
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。Ernst M

ay, „W
ohnungsbau“, 

in: R
einhard Jaspert (H

rsg.), H
andbuch m

oderner Architektur, B
erlin 1957, 

S. 183; 「
都
市
の
冠
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
（
杉
本
俊
多
訳
）

『
都
市
の
冠
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
（
原
著
：
一
九
一
九
年
）。

（
54
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 27f.

（
55
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 29.

（
56
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 27.

（
57
） W

allenhorst, D
ie C

hronik der G
EW

O
BA, S. 229-267.

（
58
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 34f.; Seidl, „ ... 

aus einer Situation das B
estm

ögliche zu m
achen“, S. 223.

（
59
） W

allenhorst, D
ie C

hronik der G
EW

O
B

A
, S. 236; N

ils A
schenbeck / H

ans-

Joachim
 W

allenhorst (H
rsg.), M

odell N
eue Vahr, B

rem
en 1993, S. 10-13.

（
60
） Jörg C

. K
irschenm

ann, „A
ufgelockert und gegliedert. W

ohnungsbau der 50er 

Jahre“, in: Arch+
, 56 (1986), S. 38.

（
61
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 43.

（
62
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 43.

（
63
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 64; 

「
近
隣
住
区
」

を
通
じ
た
共
同
体
形
成
を
疑
問
視
す
る
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
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地
域
性
や
近
接
性
が
、
共
同
体
形
成
の
「
唯
一
」
の
基
盤
で
は
な
い
と
い
う
意
味

で
相
対
化
さ
れ
た
も
の
の
、
地
域
性
や
近
接
性
が
依
然
と
し
て
重
要
な
要
素
の
ひ

と
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
も
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
実
践
に
お
い
て
経
験
的

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
マ
ー
ク
・
ク
ラ
プ
ソ
ン
（
本
内
直
樹
・
椿
建
也
訳
）

「
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
を
ふ
り
か
え
っ
て
」
中
野
隆
生
（
編
）、
前
掲

書
、
九
三
‐
九
五
頁
。

（
71
） Friedrich Lenger, „Einleitung“, in: Friedrich Lenger / K

laus Tenfelde (H
rsg.), 

D
ie europäische Stadt im

 20. Jahrhundert: W
ahrnehm

ung, Entw
icklung, 

Erosion, K
öln 2005, S. 13; 

ま
た
、
七
〇
年
代
初
頭
を
画
期
と
す
る
代
表
的
な
ド

イ
ツ
現
代
史
研
究
と
し
て
、A

nselm
 D

oering-M
anteuffel / Lutz R

aphael, N
ach 

dem
 Boom

: Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Tübingen 2008.

（
72
） Tilm

an H
arlander, „W

ohnungspolitik“, in: M
artin H

. G
eyer (H

rsg.), 1974-

1982: Bundesrepublik D
eutschland: neue H

erausforderungen, w
achsende 

U
nsicherheiten (G

eschichte der Sozialpolitik in D
eutschland seit 1945, Bd. 8), 

B
aden-B

aden 2008, S. 834; 

こ
の
動
き
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

評
議
会
に
よ
っ
て
、
一
九
七
五
年
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
遺
産
の
年
」
と
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
詳
細
は
、
本
特
集
の
松
本
論
文
を
参
照
。

（
73
） 

ハ
ー
ラ
ン
ダ
ー
、
前
掲
論
文
、
二
六
六
‐
二
六
七
頁
。

（
74
） 

「
プ
レ
モ
ダ
ン
」「
モ
ダ
ン
」「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
三
段
階
と
、「
機
能
」
と
「
記

念
」
な
い
し
「
連
想
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
特
集
の
「
趣
旨
説
明
」
の
整
理

に
よ
る
。

（
75
） 
本
特
集
の
北
村
論
文
を
参
照
。

（
あ
し
べ　

あ
き
ら
・
東
京
大
学
大
学
院
講
師
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

先
行
し
て
登
場
し
て
お
り
、
こ
れ
と
比
較
し
て
ド
イ
ツ
で
は
批
判
の
登
場
は
遅
れ

た
が
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。K

uchenbuch, G
eordnete 

G
em

einschaft, S. 233f.

（
64
） Seidl, „ ... aus einer Situation das B

estm
ögliche zu m

achen“, S. 225; Voigt, 

„Stratege für die N
eue Stadt“, S. 237f.

（
65
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 57.

（
66
） Sabine K

raft, „D
ie G

roßsiedlungen. Ein gescheitertes Erbe der M
oderne?“, in: 

Arch+
, 203 (2011), S. 48-53.

（
67
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 61-64; Seidl, „ ... 

aus einer Situation das B
estm

ögliche zu m
achen“, S. 226f.

（
68
） V

gl. K
uchenbuch, G

eordnete G
em

einschaft, S. 104, 106 A
nm

. 23.

（
69
） Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 64.

（
70
） 

も
っ
と
も
五
〇
代
年
代
末
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、「
自
動
車
に
適
応
し
た
都
市
」

も
模
索
さ
れ
て
い
た
。H

ans B
ernhard R

eichow
, D

ie autogerechte Stadt, 

R
avensburg 1959; 

マ
イ
も
ま
た
、
す
で
に
東
ア
フ
リ
カ
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

向
け
住
宅
団
地
で
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
意
識
し
た
設
計
を
行
っ
て
い
る
。H

errel, 

Ernst M
ay, S. 80, 82; 

他
方
で
、
一
九
六
二
年
エ
ッ
セ
ン
で
の
建
築
に
関
す
る
国

際
会
議
で
は
、「
交
通
問
題
の
解
決
策
が
あ
る
と
言
い
立
て
る
者
は
詐
欺
師
だ
」

と
述
べ
る
な
ど
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。Seidl, Ernst M

ays Architektur und Städtebau nach 1954, S. 56; 

ま
た
、
イ

ギ
リ
ス
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
計
画
者
も
、
自
家
用
車
に
よ
る
自
由
な
移
動
に
よ
っ

て
、「
近
隣
住
区
」
が
前
提
し
て
い
る
共
同
体
と
は
異
な
る
物
理
的
近
接
性
を
も

た
な
い
形
で
共
同
性
が
発
展
す
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
都
市
計
画
モ
デ
ル
に
変
容
を
迫
る
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
新
し
い
現
象
に
よ
っ
て
、
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２　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
歴
史
的
位
置

　
　
　
　
　
　

―
都
市
史
に
お
け
る
「
近
代
と
現
代
」

　
「
モ
ダ
ン
」
は
、
日
本
語
で
は
「
近
代
」
も
し
く
は
「
現
代
」
と
訳
さ
れ
る
が
、

原
語
（
お
よ
び
、
そ
れ
を
外
来
語
と
し
て
用
い
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
語
）
で

も
、
使
わ
れ
た
時
代
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
意
味
が
異
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
機
能
的
な

意
味
と
、
美
学
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　

倉
方
報
告
で
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
の

関
係
を
、「
機
能
と
連
想
」
か
ら
問
題
に
し
た
。
建
築
史
で
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
と
さ

れ
る
時
代
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
「
長
い
一
九
世
紀
」
で
あ
り
、
歴
史
学
の
時
代

区
分
で
は
「
近
代
」
と
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
都
市

で
は
、
中
世
以
来
の
都
市
城
壁
が
撤
去
さ
れ
て
環
状
道
路
が
作
ら
れ
、
中
心
部
に
は

市
庁
舎
、
教
会
、
伝
統
あ
る
商
店
な
ど
が
並
ぶ
広
場
が
整
備
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
周

囲
に
か
な
り
広
い
公
園
や
緑
地
が
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
作
ら
れ
、
さ
ら
に
市
民

文
化
の
場
と
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
劇
場
、
美
術
館
、
博
物
館
、
図
書
館
な
ど

の
文
化
施
設
が
作
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
施
設
に
は
一
八
世
紀
以
来
の
伝
統
を
持

つ
も
の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
建
築
物
が
改
造
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

オ
ー
ル
セ
ン
『
芸
術
作
品
と
し
て
の
都
市（

1
（

（The C
ity of  A

rt

）』
は
、
長
い
歴
史

を
持
ち
、
一
九
世
紀
に
大
改
造
さ
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
す
る
近
代
都
市
と
な
っ

た
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
ウ
ィ
ー
ン
の
三
都
市
を
と
り
あ
げ
て
比
較
し
、
多
面
的
に
分

析
し
て
い
る
。
オ
ー
ル
セ
ン
は
序
文
冒
頭
で
、
同
書
は
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』（
一
八
六
〇
年
）
の
第
一
章
「
芸
術
作
品
と
し

て
の
国
家
」
と
意
図
的
に
関
連
付
け
た
、
と
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
西
本

晃
二
が
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の｢ K

unstw
erk

と
し
て
の
国
家｣

は
芸
術
作
品
と
し
て

の
国
家
と
訳
す
の
は
誤
り
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
のK

unst

も
英
語
の

最
後
に
、
夕
方
、
中
之
島
の
川
べ
り
を
散
策
す
る
人
々
に
混
じ
っ
て
、
市
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
建
物
群
を
訪
ね
た
。
川
沿
い
の
そ
れ
ら
の
建
物
は
、
地
盤
の
悪
さ
か
ら

維
持
が
難
し
く
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
は
壊
さ
れ
て
新
し
い
建
築
物
が
作
ら
れ
る

計
画
が
発
表
さ
れ
た
。
反
対
運
動
（
最
初
に
反
対
声
明
を
出
し
た
の
は
建
築
学
会

だ
っ
た
）
で
維
持
・
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
基
礎
の
部
分
の
工
事
は
難
航

し
、
相
当
の
苦
労
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
お
か
げ
で
図
書
館
、

公
会
堂
な
ど
重
要
な
文
化
の
伝
統
の
場
、
ま
さ
に
「
連
想
」
で
歴
史
を
考
え
さ
せ
る

場
が
、
現
在
で
も
市
民
に
親
し
ま
れ
、
利
用
さ
れ
続
け
て
い
る
様
子
は
興
味
深
く
、

「
建
築
か
ら
都
市
の
歴
史
を
考
え
る
」
こ
と
の
意
味
を
実
感
し
た
。

　
ド
イ
ツ
現
代
史
に
お
け
る
建
築
、
記
念
碑
、
都
市

松
本　

彰

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

今
回
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
建
築
か
ら
歴
史
を
語
る
」
で
コ
メ
ン
ト
を
担
当
し

た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
北
村
報
告
で
の
趣
旨
説
明
で
、
具
体
的
テ
ー
マ
と
し
て

「
一
九
二
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
影
響
力
を
持
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を

介
し
た
ド
イ
ツ
都
市
史
の
試
み
」
と
さ
れ
、
倉
方
報
告
で
、
建
築
史
研
究
の
立
場
か

ら
基
本
的
な
論
点
が
提
示
さ
れ
、
報
告
と
議
論
は
刺
激
的
だ
っ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
、
倉
方
氏
の
案
内
で
、
大
阪
の
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
を
見
な
が

ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
と
「
建
築
と
都
市
」
に
つ
い
て
考
え
る
巡
検
が
あ
っ
た
。
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art
も
「
技
術
」
の
意
味
で
使
わ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代

に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
「｢

（
政
治
的
）
技
術｣

の
所
産
と
し
て
の
国
家
」
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、「
芸
術
」
が
神
に
代
わ
っ
て
崇
拝
さ
れ

る
よ
う
に
な
り（

2
（

、
そ
の
中
で
国
家
と
都
市
は
変
貌
し
て
い
く
。

　

一
九
世
紀
に
成
立
し
た
近
代
都
市
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
「
現
代
」
に
、
さ

ら
な
る
発
展
の
た
め
に
、
再
開
発
さ
れ
る
。
前
記
の
三
つ
の
都
市
に
は
、
国
民
国
家

の
首
都
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
、「（
政
治
的
）
技
術
の
所
産
と
し
て
の

国
家
」
が
行
っ
た
戦
争
の
記
念
碑
が
置
か
れ
た
。
一
九
二
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ

に
「
無
名
兵
士
の
墓
」
が
作
ら
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
で
も
一
九
三
四
年
に
城
門
に
戦
没
者

記
念
碑
と
戦
没
者
名
簿
が
置
か
れ
た
部
屋
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
で
も

国
民
国
家
を
象
徴
す
る
「
記
憶
の
場
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

実
際
、「
現
代
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
戦
時
に
技
術
革
新

は
進
み
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
ガ
ラ
ス
、
セ
メ
ン
ト
な
ど
の
新
建
材
を
用
い
た

巨
大
な
建
物
が
建
て
ら
れ
は
じ
め
る
。
そ
れ
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
は
機
能
的
に
す

ぐ
れ
、
デ
ザ
イ
ン
的
、
美
学
的
に
も
装
飾
を
排
し
た
、
劇
変
す
る
現
代
社
会
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
し
か
し
、
ナ
チ
の
時
代
に
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
建
築
家
は
ド
イ
ツ
を
追
わ
れ
、
ソ
連
に
、
日
本
に
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し

た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
中
の
都
市
に
、
超
高
層
の
巨
大
な
ビ
ル
群
の
未
来

都
市
が
現
実
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
後
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
運
動
と
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
議
論
が
激
し
く
な
る
一
方
で
、
初
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
再
評
価
す
る
動
き
も
盛

ん
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て
「
都
市
と
建
築
」
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

３　
「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」、「
記
念
の
た
め
の
記
念
碑
」、

　
　
　
　
　
　
「
記
念
碑
と
し
て
の
都
市
」

　

ド
イ
ツ
語
のD

enkm
al

は
多
義
的
で
、『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ
』
で
は
以

下
の
四
つ
に
分
け
て
、
そ
のD

enkam
al

の
語
義
を
問
題
に
し
た（

3
（

。
（1）
記
念
碑
、

（2）

歴
史
的
建
造
物
、

（3）
記
念
碑
的
建
造
物
、

（4）
文
化
遺
産
集
成
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、

（2）
、

（3）
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
れ
ら
「
記
念
物
と
し
て
の
建

築（
4
（

」
は
「
文
化
遺
産
」
と
さ
れ
、
都
市
史
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
「
史
料
」
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
歴
史
的
な
建
築
物
が
多
く
残
っ
て
お
り
、「
建
築
を
見
な

が
ら
歴
史
を
考
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
が
、
建
物
は
使
用
す
る
た
め
に
は
補
修
を
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
改
装
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に

は
戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
損
傷
を
受
け
、
修
繕
さ
れ
、
再
建
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な

い
。
歴
史
研
究
と
し
て
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
相
当
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

実
際
、
建
築
物
は
ド
イ
ツ
で
は
、
都
市
で
も
農
村
で
も
長
期
に
わ
た
っ
て
使
い
続

け
る
こ
と
を
前
提
に
堅
固
に
作
ら
れ
て
き
た（

5
（

。
特
に
都
市
の
場
合
に
は
、「
機
能
と

連
想
」
が
重
視
さ
れ
、
都
市
計
画
が
画
定
さ
れ
、
建
築
は
そ
れ
に
基
づ
く
こ
と
に
な

る
た
め
、「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」
の
保
護
（D

enkm
alschutz

）
が
重
要
と
さ
れ

て
き
た
。
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
に
保
護
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
長
い
議
論
が
続
い
て

き
た（

6
（

。
都
市
計
画
は
時
代
に
よ
っ
て
発
展
・
変
化
し
、
過
去
の
「
記
念
物
と
し
て
の

建
築
」
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
、
秩
序
あ
る
都
市
の
景
観
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
オ

ー
ル
セ
ン
は
「
記
念
碑
と
し
て
の
都
市
」
と
題
し
た
章
を
設
け
、
ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ

も
『
都
市
の
建
築
』
で
、「
集
合
的
記
憶
」
概
念
を
援
用
し
な
が
ら
、「
記
念
碑
と
し

て
の
都
市
」
を
論
じ
て
い
る（

7
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
地
域
ご
と
に
高
さ
や
デ
ザ

イ
ン
を
そ
ろ
え
た
建
築
物
が
並
ぶ
。
中
心
部
の
高
層
建
築
も
下
層
は
商
店
で
も
上
層

は
住
宅
で
、
中
庭
が
設
け
ら
れ
、
住
民
が
共
に
生
活
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
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ド
イ
ツ
は
国
民
国
家
と
し
て
の
形
成
が
一
九
世
紀
後
半
と
遅
く
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ

帝
国
成
立
後
も
、
周
囲
は
地
続
き
で
多
く
の
国
に
接
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関

係
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
な
ど
、
民
族
的
に
も
複
雑
な
問
題
を
抱
え
続
け
た
。
そ
れ
ゆ

え
、「
国
民
の
大
衆
化
」
の
中
で
ド
イ
ツ
の
民
族
意
識
は
異
常
な
高
ま
り
を
見
せ
、

「
記
念
の
た
め
の
記
念
碑
」、「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」
へ
の
熱
狂
は
、「
政
治
の

時
代
」
だ
っ
た
「
現
代
」
＝
二
〇
世
紀
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。「
政
治
と
文
化
」
の

諸
運
動
が
多
彩
に
発
展
し
、
相
互
に
鋭
く
対
立
し
続
け
、
多
く
の
建
築
が
戦
争
に

よ
っ
て
失
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
時
代
の
変
化
の
中
で
多
く
の
歴
史
的
建
築
が

破
壊
さ
れ
た
。
そ
の
反
省
に
基
づ
き
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
遺
産
の
年
」
と
さ
れ
た

一
九
七
五
年
以
後
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
に
取
り
上
げ
た
い
。

　

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
重
要
な
記
念
碑
は
コ
ン
ペ
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
著

名
な
建
築
家
も
設
計
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
「
建
築
と
記
念
碑
」、
ど
ち
ら
も

D
enkm

al

と
呼
ば
れ
る
た
め
、
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
点
に

注
目
す
る
立
場
か
ら
、
以
下
、
六
つ
の
テ
ー
マ
で
の
図
像
を
紹
介
し
（
図
の
出
典
は

［　

］
で
示
し
た
。
そ
れ
が
な
い
も
の
は
筆
者
の
撮
影
に
よ
る
）、「
ド
イ
ツ
現
代
史

に
お
け
る
建
築
と
都
市
」
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

　
　
　
　

４　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
表
現
主
義

　
　
　

図
１　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
と
記
念
碑
…
…
97
ペ
ー
ジ

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
建
築
家
で
あ
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
校
長
を
つ
と
め
た
グ

ロ
ピ
ウ
ス
と
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ロ
ー
エ
の
設
計
し
た
建
築
と
記
念
碑
を
挙
げ
た
。

① 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
《
バ
ウ
ハ
ウ
ス
校
舎
》（
デ
ッ
サ
ウ
、

一
九
二
六
年
）［
セ
ゾ
ン
美
術
館
『bauhaus 1919-1933

』、
一
九
九
五

年
、
二
七
〇
頁
］

② 

同
《
三
月
の
（
カ
ッ
プ
一
揆
）
犠
牲
者
の
碑
》（
ヴ
ァ
イ
マ
ル
、

一
九
二
二
年
）

③ 

②
の
模
型
（
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
博
物
館
）

④ 

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ロ―

エ
《
新
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
》

（
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
六
八
年
）［Staatliche Preußischer K

ulturbesitz, 

N
ational G

alarie Berlin, 1980, S.10.

］

⑤
⑥ 

同
《
ド
イ
ツ
共
産
党
、
一
一
月
革
命
犠
牲
者
（
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
と
カ
ー
ル
・
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
）
の
碑
》（
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
二
六

年
設
立
、
一
九
三
五
年
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
破
壊
）
と
記
念
碑
の
前
に
立

つ
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ロ
ー
エ

　

後
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
す
る
二
人
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
初
期
に

は
一
一
月
革
命
に
関
係
す
る
政
治
的
な
記
念
碑
を
作
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　

図
２　

表
現
主
義
の
建
築
と
記
念
碑
…
…
98
ペ
ー
ジ

　

ド
イ
ツ
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
関
係
し
つ
つ
、
独
特
の
美
学
を
持
っ
た
表
現
主
義

の
芸
術
運
動
が
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
、
建
築
で
か
な
り
の
広
が
り
を
持
っ
た（

8
（

。
表

現
主
義Expressionism

us

は
、
印
象
主
義Im

pressionism
us

に
対
比
さ
れ
る
が
、

芸
術
運
動
と
し
て
は
ド
イ
ツ
独
自
の
文
化
の
再
発
見
に
向
か
い
、
発
展
し
て
い
く
。

興
味
深
い
の
は
、
北
ド
イ
ツ
の
芸
術
村
と
し
て
知
ら
れ
る
ヴ
ォ
ル
プ
ス
ヴ
ェ
ー
デ
に

集
っ
た
芸
術
家
に
表
現
主
義
が
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
で
、
④
タ
ウ
ト
《
ケ

ー
ゼ
グ
ロ
ッ
ケ
》
も
こ
こ
に
あ
る
。
建
築
で
は
⑦
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
《
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
塔
》
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
曲
線
を
用
い
た
柔
軟
な
造
形
が
特
徴
的

で
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
直
線
的
表
現
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
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① 

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヘ
ト
ガ
ー
《
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
》

（
一
九
二
二
年
、
ヴ
ォ
ル
プ
ス
ヴ
ェ
ー
デ
）　

戦
勝
記
念
碑
と
し
て
計
画

さ
れ
た
が
敗
戦
に
よ
り
戦
没
者
記
念
碑
に
な
っ
た
。

② 

そ
の
脇
に
置
か
れ
た
石
（
戦
没
者
の
名
前
と
戦
没
年
月
日
が
彫
ら
れ
て

い
る
）

③ 

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
《
バ
ル
ケ
ン
ホ
ー
フ
》（
一
八
九
五
年
、

ヴ
ォ
ル
プ
ス
ヴ
ェ
ー
デ
）

④ 

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
《
ケ
ー
ゼ
グ
ロ
ッ
ケ
》（
一
九
二
六
年
、
同
）

［H
ans-Joachim

 K
renzke, W

orpsw
ede, Fischerhude, 2001, S. 53.

］

⑤ 

エ
ル
ン
ス
ト
・
バ
ル
ラ
ッ
ハ
《
た
だ
よ
う
天
使
》（
一
九
二
七
年
、
ギ
ュ

ス
ト
ロ
ウ
の
ド
ー
ム
の
戦
没
者
栄
誉
の
碑
と
し
て
作
ら
れ
、
ナ
チ
に
よ

っ
て
破
壊
さ
れ
、
原
型
を
元
に
ケ
ル
ン
に
第
二
鋳
造
が
置
か
れ
た
。
そ

の
後
、
ギ
ュ
ス
ト
ロ
ウ
の
像
も
復
元
さ
れ
た
）。

⑥ 

ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
《
ピ
エ
タ
》（
一
九
三
七
年
）　

一
九
九
三
年

よ
り
、
拡
大
像
が
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ン
ケ
ル
《
新
衛
兵
所
》

（
ベ
ル
リ
ン
）
に
置
か
れ
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国　

戦
争
と
暴

力
の
犠
牲
者
の
た
め
の
中
央
記
念
館
」
と
さ
れ
た
そ
こ
に
は
、
こ
の
場

所
の
歴
史
を
説
明
し
た
銘
の
各
国
語
訳
が
あ
る
。
日
本
語
訳
の
写
真
は

（『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ
』、
二
三
七
、八
頁
）。

⑦ 

エ
ー
リ
ヒ
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
《
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
塔
》

（
一
九
二
四
年
、
ポ
ツ
ダ
ム
）［M

anfred H
am

m
/ H

an-Joachim
 

G
iersberg , Potzdam

, B
erlin, 1992, S. 61.

］

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
表
現
主
義
、
社
会
主
義
、
ナ
チ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
政
治
と

文
化
」
の
運
動
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
複
雑
だ
っ
た
。
ナ
チ
は
政
権
を
執
る
と
、
退

廃
芸
術
展
を
開
催
し
、
特
に
、
表
現
主
義
の
病
的
な
表
現
が
ド
イ
ツ
人
の
健
康
な
感

性
を
蝕
ん
で
い
る
、
と
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
も
っ
と
も
表
現
主
義
の
政
治
的
立
場

は
多
彩
で
あ
り
、
①
ヘ
ト
ガ
ー
は
、
ナ
チ
に
入
党
し
、
一
九
三
八
年
に
除
名
さ
れ

た
。
③
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
は
共
産
主
義
者
と
し
て
活
動
し
た
後
、
ソ
連
に
行
き
、
シ
ベ

リ
ア
で
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
。

　
　
　
　

５　

ナ
チ
ズ
ム
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
に

　
　
　

図
３　

高
射
砲
台
（
ウ
ィ
ー
ン
）
…
…
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ペ
ー
ジ

　

高
射
砲
台
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
巨
大
な
塊
で
、「（
期
せ
ず
し
て
）
記
念
碑
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
建
造
物
」
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
中
心
部
に
も
二
つ
ず
つ
が
セ
ッ
ト

で
、
そ
れ
が
三
セ
ッ
ト
、
つ
ま
り
六
つ
残
っ
て
い
る
。
平
和
で
美
し
い
都
ウ
ィ
ー

ン
で
は
、
相
当
に
異
様
な
風
景
で
あ
り
、
当
時
の
空
爆
の
す
さ
ま
じ
さ
を
想
起
さ
せ

る
。
現
在
は
②
③
が
水
族
館
、
④
が
展
示
場
と
し
て
用
い
ら
れ
、
デ
ー
タ
保
管
庫
に

な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
　

図
４　

ナ
チ
時
代
の
地
下
（
オ
ー
バ
ー
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
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ペ
ー
ジ

　

①
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
境
に
近
い
オ
ー
バ
ー
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
は
、
風
光

明
媚
な
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
山
荘
が
あ
り
、
ナ
チ
党
幹
部
の
別
荘
や

軍
の
関
係
機
関
も
多
く
、
ナ
チ
時
代
の
外
交
の
場
で
も
あ
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
山
荘

は
、
ネ
オ
ナ
チ
に
利
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
戦
後
す
ぐ
に
破
壊
さ

れ
た
。
一
九
九
九
年
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
が
で
き
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
代
史
研

究
所
に
よ
る
展
示
が
あ
り
、
多
く
の
見
学
者
が
訪
れ
る
。
地
下
に
通
じ
る
場
に
②
が

あ
り
、
ナ
チ
幹
部
の
山
荘
や
軍
の
施
設
へ
と
繋
が
る
地
下
道
（
防
空
壕
）
が
示
さ
れ
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て
い
た
（
二
〇
〇
五
年
に
一
部
が
公
開
さ
れ
展
示
が
あ
る
。
筆
者
未
見
）。
い
う
ま

で
も
な
く
ベ
ル
リ
ン
に
も
多
く
の
防
空
壕
が
作
ら
れ
、
一
部
は
戦
後
も
核
戦
争
の
シ

ェ
ル
タ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

③
④
⑤
⑥
は
《
テ
ロ
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
》
と
呼
ば
れ
る
記
念
施
設
で
あ
る
。
東

西
ベ
ル
リ
ン
の
「
壁
」
が
あ
っ
た
場
所
に
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
中
心
部
で
、
か
つ

て
は
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
や
ナ
チ
の
親
衛
隊
の
本
部
な
ど
が
あ
り
、
ナ
チ
の
暴
力
支
配
の
中

枢
だ
っ
た
。
戦
争
末
期
に
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
爆
破
さ
れ
た
た
め
、
戦
後
か
な
り
長
い

あ
い
だ
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
調
査
す
る
と
地
下
牢
が
見
つ
か
り
、
こ
こ
を
保
存
し
よ

う
と
い
う
運
動
が
興
っ
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
「
壁
」
が
崩
壊
す
る
直
前
で
、
現
場

の
地
表
に
そ
の
当
時
置
か
れ
た
銘
板
が
あ
る
。「
壁
」
崩
壊
後
、
青
空
展
示
が
行
わ

れ
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
後
、
ベ
ル
リ
ン
に
は
多
く
の
記
念
碑
が
作
ら
れ
た
。
誰
の
た

め
に
、
何
の
た
め
に
、
ど
こ
に
、
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
め
た
記
念
碑
を
作
る
べ

き
か
、
多
彩
な
議
論
が
沸
騰
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
犠
牲
者
の
た
め
に
、「
記
念
の
た
め

の
記
念
碑
」
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
こ
の
場
所
に
は
ど
の
よ
う
な
施
設

を
作
る
べ
き
か
、
市
民
運
動
と
専
門
家
の
議
論
が
続
き
、
計
画
は
練
り
直
さ
れ
続
け

た
。

　

二
〇
一
〇
年
、《
テ
ロ
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
》
は
完
成
し
た
。
こ
れ
は
「
記
念
の

た
め
の
記
念
碑
」
で
は
な
く
「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」
だ
が
、
建
物
の
本
体
は
破

壊
さ
れ
、
存
在
す
る
の
は
③
地
下
牢
だ
け
で
あ
る
。
地
上
に
は
シ
ン
プ
ル
な
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
以
外
は
何
も
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
周
囲
が
一
望
で
き
る
。
⑥
の
左

に
見
え
る
建
築
は
、
一
八
八
一
年
に
博
物
館
の
一
部
と
し
て
作
ら
れ
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
空
襲
で
破
壊
さ
れ
、
再
建
さ
れ
た
。
現
在
は
設
計
者
の
名
を
と
っ
て
マ
ル
テ

ィ
ン
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
・
バ
ウ
と
呼
ば
れ
、
展
示
館
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
マ
ル
テ

ィ
ン
は
図
１
①
②
で
紹
介
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
大
叔
父
で
、《
新
衛

兵
所
》
を
作
っ
た
シ
ン
ケ
ル
の
弟
子
で
あ
る
。
⑥
の
右
に
見
え
る
の
は
、
旧
プ
ロ
イ

セ
ン
下
院
で
あ
る
。
重
厚
な
建
築
物
群
に
囲
ま
れ
て
、「
壁
」
の
下
に
設
け
ら
れ
た

ナ
チ
時
代
に
つ
い
て
の
展
示
を
見
る
と
、
ま
さ
に
こ
こ
で

4

4

4

、
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

は
圧
倒
的
で
あ
る
。

　
　
　

図
５　
《
瓦
礫
女
》（
ド
レ
ス
デ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
）
…
…

101
ペ
ー
ジ

　

ド
イ
ツ
で
は
「
零
時
」
と
さ
れ
る
一
九
四
五
年
に
も
地
下
に
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

残
っ
て
い
た
、
と
の
指
摘
で
、
戦
争
直
後
の
ウ
ィ
ー
ン
を
舞
台
に
し
た
映
画
『
第
三

の
男
』
の
巨
大
な
地
下
下
水
道
で
の
追
撃
戦
を
思
い
出
し
た
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は

重
要
な
指
摘
だ
が
、
焼
夷
弾
に
よ
る
空
襲
の
後
に
は
焼
野
原
が
広
が
っ
た
日
本
と
異

な
り
、
建
材
に
石
や
煉
瓦
を
多
く
用
い
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
建
物
が
破
壊
さ

れ
た
後
、
ま
ず
は
膨
大
に
残
さ
れ
た
瓦
礫
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
働

き
盛
り
の
男
性
の
多
く
が
戦
死
し
、
あ
る
い
は
捕
虜
収
容
所
な
ど
に
い
た
時
代
、
作

業
は
女
性
の
重
労
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
⑤
、
そ
の
記
念
碑
が
残
さ
れ
、
戦
後
の
女
性

の
社
会
進
出
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
特
に
④
激
し
い
空
襲
で
破
壊
さ
れ
た
ド

レ
ス
デ
ン
で
は
、
市
庁
舎
前
に
①
《
瓦
礫
女
》
が
あ
る
。
旧
東
ド
イ
ツ
領
内
の
ベ
ル

リ
ン
市
庁
舎
前
に
は
男
女
一
対
の
《
建
設
を
助
け
る
男
と
女
》
が
建
て
ら
れ
た
。
⑥

一
方
、
西
ベ
ル
リ
ン
の
も
の
は
、
公
園
の
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

① 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
《
瓦
礫
女
》（
ド
レ
ス
デ
ン
、
一
九
五
二

年
鉄
製
：
一
九
六
七
年
ブ
ロ
ン
ズ
製
、
二
〇
〇
〇
年
に
改
装
）　

背
景
は

ド
レ
ス
デ
ン
市
庁
舎

② 
一
九
八
七
年
、
筆
者
が
は
じ
め
て
訪
ね
た
時
も
、
聖
母
教
会
は
ま
だ
瓦

礫
の
山
だ
っ
た
。

③ 

再
建
さ
れ
た
聖
母
教
会
（
二
〇
〇
五
年
）　

教
会
前
に
ル
タ
ー
像
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④ 

一
九
四
五
年
二
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
軍
の
空
襲
に
よ
り
、
ド
レ
ス
デ
ン
は
灰
燼
に
帰
し
た
［M

atthias 

G
retzel, Als D

resden im
 Feuersturm

 versank, H
am

burg, 2004, 

S.99.
］。

⑤ 

瓦
礫
女
の
作
業
、
再
利
用
の
た
め
に
石
を
整
理
し
て
い
る
。

［Inform
ationszentrum

 B
erlin, Im

 Ü
berblick. Berlin, 1984, S.23.

］。

⑥ 

《
瓦
礫
女
》（
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
デ
公
園
［
旧
西
ド
イ
ツ
］）

　
　
　
　

６　

ナ
チ
ズ
ム
後
の
西
ド
イ
ツ

　

一
九
四
五
年
以
後
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
芦
部
報
告
が
マ

イ
の
帰
国
後
の
活
動
を
追
い
な
が
ら
、
論
じ
て
い
る
。
マ
イ
の
戦
前
か
ら
の
運
動

は
、「
二
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
田
園
都
市
運
動
と
深
く
関
わ
る
「
衛
星

都
市
」「
近
隣
住
区
」
と
い
う
都
市
計
画
の
構
想
の
中
で
展
開
さ
れ
、
既
存
の
都
市

で
失
わ
れ
た
共
同
体
を
、
新
し
い
建
築
の
理
念
に
よ
っ
て
構
築
し
な
お
す
と
い
う
社

会
改
革
的
関
心
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
」。
し
か
し
、
六
〇
年
代
に
あ
ら
わ
れ
て

き
た
の
は
、「「
密
集
に
よ
る
都
市
化
」
と
い
う
都
市
像
」
だ
っ
た
。「
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
や
充
実
し
た
イ
ン
フ
ラ
を
維
持
す
る
に
は
、
そ
の
採
算
が
と
れ
る
人
口

が
必
要
で
あ
り
、
経
済
性
の
観
点
か
ら
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
高
密
度
に
な
っ
た
新

世
代
の
大
規
模
住
宅
団
地
」
が
登
場
し
た
。
そ
の
変
化
の
前
提
に
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
急
速
な
展
開
が
あ
っ
た
。

　

高
速
道
路
網
が
完
備
し
、
一
般
道
も
整
備
さ
れ
て
自
動
車
が
社
会
生
活
に
不
可
欠

の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
、
生
活
の
在
り
方
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
ド
イ
ツ
全
土

で
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
地
方
ご
と
に
美
し
く
、
豊
か
な
中
小

都
市
が
大
都
市
と
緊
密
な
連
携
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
小

さ
な
「
プ
レ
モ
ダ
ン
」
な
都
市
は
、「
中
世
都
市
」
そ
の
ま
ま
、
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
実
は
一
九
世
紀
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
時
代
に
整
備
・
美
化
さ
れ
た
都
市
も

多
い
。
ま
た
、
戦
災
で
相
当
に
被
害
を
受
け
、
再
建
さ
れ
た
都
市
も
あ
る
（
ロ
ー
テ

ン
ブ
ル
ク
な
ど
）。
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
展
に
よ
っ
て
、
地
方
の
中
小
都
市

も
経
済
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
再
生
し
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
、
さ
ら

に
は
観
光
都
市
、
リ
ゾ
ー
ト
都
市
と
し
て
発
展
し
た
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
大
学
紛
争
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
影
響

で
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
批
判
が
強
く
な
り
、
都
市
は
多
様
化
し
て
い
く
。

最
初
に
引
用
し
た
オ
ー
ル
セ
ン
の
本
の
序
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
一
九
世
紀
の
都
市
が
過
去
の
偉
業
に
も
と
づ
い
て
造
り
あ
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
、

二
〇
世
紀
の
大
都
市
は
過
去
の
遺
産
を
し
ば
し
ば
冷
笑
と
軽
蔑
を
も
っ
て
眺
め
て
き

た
。《
都
市
復
興
》
の
時
代
に
行
わ
れ
た
陽
気
な
破
壊
と
、
以
前
の
慣
習
を
拒
否
し

た
建
築
様
式
と
都
市
空
間
の
配
置
の
創
造
は
、
都
市
の
歴
史
に
関
す
る
学
問
の
主
流

か
ら
暗
黙
の
う
ち
支
持
さ
れ
た

―
や
っ
と
現
在
に
な
っ
て
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
十
分

な
富
を
蓄
積
し
、
非
都
会
的
も
し
く
は
ポ
ス
ト
都
会
的
方
法
で
生
活
を
整
え
る
の
に

適
切
な
科
学
技
術
を
獲
得
し
た
の
だ
っ
た（

9
（

」。

　

二
〇
世
紀
後
半
の
西
ド
イ
ツ
の
都
市
の
歴
史
を
分
析
し
た
テ
ィ
ル
マ
ン
・
ハ
ー

ラ
ン
ダ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
に
注
目
し
て
い
る（

（1
（

。「
都

市
計
画
の
文
化
や
目
的
概
念
が
根
本
的
に
変
化
し―

そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
を

は
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
歴
史
的
都
市
の
価
値
が
、
新
た
に
注
目
さ
れ
た
」
と
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
に
よ
っ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
遺
産
の
年（

（（
（

」
と
さ
れ
た

一
九
七
五
年
の
画
期
と
し
て
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る（

（1
（

。

　

一
九
八
四
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
は
九
月
の
第
三
週
末
が
「
文
化
遺
産
の
日
」
と
さ

れ
、
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ゼ
宮
な
ど
を
公
開
し
、
歴
史
的
建
築
遺
産
を
考

え
る
運
動
が
発
展
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
も
一
九
九
三
年
か
ら
参
加
し
て
い
る
。
ド
イ

④
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（
記
念
碑
、
記
念
物
公
開
の
日
）
と
呼
さ
れ
、

毎
年
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
自
治
体
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
テ
ー
マ
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
は
「
記
念
物
と
し
て

の
学
校
、
学
校
と
し
て
の
記
念
物

―
若
者
と
文
化
遺
産
」、
二
〇
〇
五
年
は
「
戦

争
と
平
和

―
記
念
碑
、
記
念
物
は
記
憶
し
、
警
告
す
る
」、
二
〇
〇
六
年
は
「
芝

生
、
バ
ラ
、
花
壇
」、
二
〇
一
〇
年
は
「
運
動
の
中
の
文
化

―
旅
、
商
業
、
交
通
」

な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

ち
な
み
に
、
今
年
二
〇
一
九
年
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
設
立
一
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
テ
ー

マ
は
「
モ
デ
ル
ネ

―
芸
術
と
建
築
に
お
け
る
変
革
」
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

７　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
国
際
的
位
置

　
　
　
　
　
　

―
パ
リ
の
ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
地
区
再
開
発

　
　
　

図
６　

パ
リ
の
二
つ
の
門
と
記
念
碑
…
…

102
ペ
ー
ジ

　

最
後
に
、「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
都
市
と
建
築
」
を
国
際
的
に
考
え
る
た
め
に
、

パ
リ
に
お
け
る
都
市
改
造
を
取
り
上
げ
た
い（

（1
（

。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
パ
リ
を
高
度

の
機
能
性
を
持
つ
世
界
都
市
に
す
る
た
め
に
再
開
発
が
必
要
と
さ
れ
た
。
長
い
歴
史

と
伝
統
を
持
つ
パ
リ
は
、
市
の
中
心
部
に
多
く
の
歴
史
的
建
築
が
あ
る
。
パ
リ
市
内

に
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る
新
興
地
区
が
作
ら
れ
て
い
く
が
、
一
九
五
八
年
に
フ

ラ
ン
ス
政
府
は
中
心
部
か
ら
離
れ
た
ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
地
区
の
大
規
模
な
再
開
発
計

画
を
発
表
し
た
。
セ
ー
ヌ
河
沿
い
の
ル
ー
ヴ
ル
宮
殿
か
ら
エ
ト
ワ
ー
ル
の
凱
旋
門
に

向
か
う
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
を
通
る
軸
線
を
伸
ば
し
た
線
上
だ
っ
た
。

　

②
エ
ト
ワ
ー
ル
の
凱
旋
門
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
戦
勝
を
記
念
す
る
代
表
的
建
築
物

で
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
そ
こ
に
①
《
無
名
兵
士
の
墓
》
が
作
ら
れ
、
永
遠
の
火

が
灯
さ
れ
、
軍
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
地
区
は
、
独

仏
戦
争
（
一
八
七
〇
、七
一
年
）
中
の
一
八
七
一
年
一
月
一
八
日
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
鏡
の
間
で
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
式
典
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
に
対
抗
し
た
パ
リ
市

民
が
立
ち
あ
が
り
集
結
し
た
場
所
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
一
〇
〇
年
の
一
八
七
九

年
の
時
に
、
独
仏
戦
争
記
念
碑
の
コ
ン
ペ
が
行
わ
れ
、《
自
由
の
女
神
》
の
作
者
バ

ル
ト
ル
デ
ィ
や
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
も
参
加
し
た
が
、
バ
リ
ア
ス
の
作
品
が
選
ば
れ
、

一
八
八
三
年
、
⑤
《
ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
（
祖
国
防
衛
）》
が
そ
の
地
に
置
か
れ
た
。

　

そ
の
ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
地
区
に
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
企
業
の
事
務
所
、
官
公
庁

と
、
そ
こ
で
働
く
人
々
用
の
住
宅
が
入
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
超
高
層
建
築
群
が

林
立
し
て
い
る
。
こ
の
地
の
再
開
発
は
、
そ
の
後
も
新
し
い
計
画
に
よ
っ
て
継
続
さ

れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
年
の
一
九
八
九
年
に
、
巨
大
な
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
③
《
グ

ラ
ン
ダ
ル
シ
ュ
》
で
、
革
命
記
念
日
の
七
月
一
四
日
か
ら
三
日
間
、
サ
ミ
ッ
ト
が
行

わ
れ
た
。

① 

《
無
名
兵
士
の
墓
》（
一
九
二
〇
年
）

② 

《
エ
ト
ワ
ー
ル
の
凱
旋
門
》（
一
八
三
六
年
）
三
色
旗
が
翻
り
、
軍
の
行

事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
門
に
は
「
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
」
の
レ
リ
ー

フ
も
あ
る
。

③ 

《
グ
ラ
ン
ダ
ル
シ
ュ
》（
一
九
八
九
年
）　

正
式
に
は
《
友
愛
の
大
ア
ー

チ
》
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
記
念
す
る
建
築
物
だ
が
、
日
本
で
は

②
に
続
く
も
の
と
し
て
、《
新
凱
旋
門
》
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

④ 

ラ
・
デ
フ
ァ
ン
ス
地
区
の
高
層
ビ
ル
街

⑤ 
ル
イ=

ア
ー
ネ
ス
ト
・
バ
リ
ア
ス
《
独
仏
戦
争
記
念
碑
》（
一
八
八
三
年
）

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
年
の
一
九
八
九
年
は
世
界
的
激
動
の
年
だ
っ
た
。
六
月
四

日
に
中
国
で
天
安
門
事
件
が
起
こ
り
、
七
月
の
パ
リ
・
サ
ミ
ッ
ト
の
後
、
夏
に
東
欧
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で
の
反
体
制
運
動
の
動
き
が
加
速
化
し
、
一
一
月
九
日
、「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
は
崩

壊
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
も
た
た
な
い
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
日
に
東
西
ド
イ
ツ
は

統
合
し
た
。

　
　
　
　

８　

お
わ
り
に

―
ナ
チ
ズ
ム
と
東
ド
イ
ツ
の
後
に

　

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
「
ナ
チ
ズ
ム
（
国

民
社
会
主
義
）」、
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
「
東
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
」

の
時
代
を
経
験
し
た
。
二
〇
世
紀
の
「
建
築
と
都
市
」
に
つ
い
て
再
考
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
二
つ
の
時
代
の
建
築
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
以
後
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
ナ
チ
ズ
ム
と
建
築
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

い
る
が
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
場
や
ベ
ル
リ
ン
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
会
場
が
問
題

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
マ
ウ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
強
制
収
容

所
裏
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
自
然
石
を
用
い
た
、
古
典
主
義
様
式
に
基
づ
く
壮
大
な
建

築
で
、
大
衆
自
ら
が
参
加
し
、
使
用
す
る
「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」
と
し
て
、
ナ

チ
の
運
動
の
一
面
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

一
方
、
ナ
チ
は
一
九
三
六
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
、
バ
ル
ト
海
に
面
し
た
リ
ュ

ー
ゲ
ン
島
に
二
万
人
の
保
養
客
が
滞
在
で
き
る
保
養
施
設
《
プ
ロ
ー
ラ
》
を
建
設
し

た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
デ
ザ
イ
ン
的
に
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
引
き
継
い
だ
こ
の
施
設

は
、
ナ
チ
の
労
働
者
組
織
だ
っ
た
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
の
下
部
組
織
と
し
て
余
暇
の
組

織
化
を
進
め
た
歓
喜
力
行
団
（
Ｋ
ｄ
Ｆ
）
が
建
設
し
た
も
の
だ
っ
た
。《
プ
ロ
ー
ラ
》

は
一
九
三
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
、
建
築
部
門
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
た
が
、

「
リ
ュ
ー
ゲ
ン
島
の
巨
人
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
巨
大
さ
は
ま
さ
に
ナ
チ
的
で
あ
る
。

戦
中
、
戦
後
に
は
難
民
の
施
設
と
な
り
、
東
ド
イ
ツ
領
と
な
っ
て
か
ら
は
軍
が
利
用

し
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
以
降
、
一
部
は
博
物
館
と
な
り
、
こ
の
「
記
念
物
と
し
て

の
建
築
」
の
歴
史
が
展
示
さ
れ（

（1
（

、
二
〇
一
一
年
か
ら
一
部
が
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

東
ド
イ
ツ
時
代
に
も
労
働
者
の
た
め
の
集
合
住
宅
群
が
膨
大
に
建
て
ら
れ
、
ベ
ル

リ
ン
や
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
は
超
高
層
ビ
ル
も
建
設
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
の
系
譜
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
九
九
〇
年
以
降
、
住
宅
の
一
部
は

ホ
テ
ル
に
改
装
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
世
紀
の
二
つ
の
大
戦
と
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
現
代
の
民

族
大
移
動
」
の
時
代
だ
っ
た
。
国
境
が
大
き
く
動
き
、
ナ
チ
支
配
の
崩
壊
後
、
古
く

か
ら
の
居
住
地
を
追
わ
れ
た
ド
イ
ツ
人
も
多
か
っ
た
。
冷
戦
の
続
く
中
、
大
量
の

被
強
制
移
住
者
、
難
民
は
移
動
の
過
程
で
多
く
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
多
文
化
社
会
化

が
よ
り
進
行
し
て
い
る
中
、
き
び
し
い
歴
史
と
共
に
、
現
在
、
さ
ら
に
未
来
の
こ
と

が
、
あ
ら
た
め
て
気
に
な
る 

。

　
　
　

注

（
1
） 

ド
ナ
ル
ド
、
Ｊ
・
オ
ー
ル
セ
ン
（
和
田
旦
訳
）『
芸
術
作
品
と
し
て
の
都
市

―

ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
・
ウ
ィ
ー
ン
』
芸
立
出
版
、
一
九
九
二
年
、
一
頁
以
下
。

（
2
） 

参
照
、
松
宮
秀
治
『
芸
術
崇
拝
の
思
想

―
政
教
分
離
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い

神
』、
白
水
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
3
） 
松
本
彰
『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、

五
五
頁
以
下
。
同
「
変
わ
る
記
念
碑
」『
Ｕ
Ｐ
』
五
三
八
号
、
二
〇
一
七
年
。

（
4
） 

参
照
、
現
在
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
文
化
財
、
文
化
財
保
護
の
制
度
に
つ
い

て
、
叢
書
「
文
化
財
保
護
制
度
の
研
究
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
文
化
財
保
護
制

度
と
活
用
事
例 
ド
イ
ツ
編
』
文
化
財
研
究
所
東
京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
三
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ッ
パ
建
築
遺
産
の
年
」
と
し
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
遺
産
」
へ
の
注
目
は
、

音
楽
で
は
「
ピ
リ
オ
ド
楽
器
に
よ
る
演
奏｣

の
実
践
と
し
て
発
展
し
、
文
化
史
の

再
考
を
促
し
て
い
く
。
ド
イ
ツ
で
は
、「
記
念
碑
・
記
念
物
公
園
の
日
」
に
は
各

地
の
オ
ル
ガ
ン
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

上
記
論
文
で
は
移
動
展
示
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
書
籍
と
し
て
、
一
九
七
五
年
にH

ans M
aier/ G

eorg K
ahn-A

ckerm
ann /

W
alter Scheel

（H
g.), Eine Zukunft für unsere Vergangenheit - Europäisches 

D
enkm

alschutzjahr, B
erlin 1975

が
出
版
さ
れ
、
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
と
し

て
、M

ichael Falser/ W
ilfried Lipp (H

g.), Zukunft für unsere Vergangenheit:  

Zum
 40. Jubiläum

 des Europäisches D
enkm

alschutzjahres (1975-2015), 

B
erlin, 2015

が
出
版
さ
れ
た
。

（
13
） 

手
元
に
こ
の
時
代
の
「
記
念
碑
・
記
念
物
公
開
開
の
日
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
数

冊
あ
る
。
特
に
ベ
ル
リ
ン
の
も
の
（
イ
ン
フ
ォ
メ―

シ
ョ
ン
で
配
布
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
約
一
〇
〇
頁
で
、
記
念
碑
、
歴
史
的
建
築
物
に
つ
い
て
、
多
く
の
カ
ラ
ー

写
真
と
共
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
倉
方
報
告
で
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、

大
阪
で
は
、
二
〇
一
三
年
よ
り
一
〇
月
の
週
末
に
「
イ
ケ
フ
ェ
ス
大
阪
（
生
き
た

建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
は
一
〇
月
二
六
、二
七

日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
14
） 

鈴
木
信
太
郎
『
都
市
計
画
の
源
流

―
東
京
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
』
山

海
堂
、
一
九
九
三
年
、
一
三
七
頁
以
下
。

（
15
） Joachim

 W
ernicke/U

w
e Schw

artz, D
er K

oloss von Prora auf Rügen: gestern 

– heute – m
orgen, Verlag M

useum
e Prora, 2006 (2.A

uflage).

（
16
） Tagesspigel, 8. 10. 2014.

（
ま
つ
も
と　

あ
き
ら
・
新
潟
大
学
名
誉
教
授
）

年
。
記
念
物
は
文
化
財
・
文
化
遺
産
と
さ
れ
、
発
掘
・
調
査
さ
れ
る
埋
蔵
文
化
財

な
ど
も
含
ま
れ
る
。
日
本
と
異
な
り
、
彫
刻
、
絵
画
な
ど
が
、
個
別
に
国
宝
や

重
要
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
建
築
物
や
そ
の
一
部
、
さ
ら
に
は
記

念
物
地
区
が
問
題
に
さ
れ
る
た
め
、「
記
念
物
と
し
て
の
建
築
」
の
保
護
が
、
最

も
重
要
な
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
記
念
物
保
護
は
各
邦
（
州
）
の

管
轄
で
あ
り
、
州
ご
と
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
た
め
、
歴
史
的
に
考
察
す
る
場

合
、
時
代
に
ご
と
に
相
当
に
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。

（
5
） 

参
照
、
坂
井
洲
二
『
ド
イ
ツ
人
の
家
屋
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
。
ド

イ
ツ
民
俗
学
の
研
究
書
と
し
て
、
現
地
で
の
丹
念
な
調
査
に
基
づ
く
研
究
は
、
都

市
の
建
築
を
考
え
る
場
合
に
も
参
考
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
は
木
造
で
も
か
な
り
大

き
な
家
が
多
く
、
古
く
か
ら
地
下
室
と
屋
根
裏
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、

日
本
と
の
比
較
も
興
味
深
い
。
地
下
室
は
戦
時
下
で
は
、
防
空
壕
と
し
て
の
み
な

ら
ず
、
貴
重
な
記
念
物
の
保
管
場
所
と
し
て
も
重
要
だ
っ
た
。
地
下
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
の
問
題
と
も
関
係
す
る
。

（
6
） 

参
照
、A

chim
 H

ubel, D
enkm

alpflege, D
itzingen, 2011(3. A

ufl.).

（
7
） 

ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ
（
大
島
哲
蔵
／
福
田
晴
虔
訳
）『
都
市
の
建
築
』
大
龍
堂
、

一
九
九
一
年
。

（
8
） 

参
照
、
松
本
『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ
』、
第
四
章
「
ナ
チ
ズ
ム
と
ド
イ
ツ

表
現
派
」。

（
9
） 

オ
ー
ル
セ
ン
『
芸
術
作
品
と
し
て
の
都
市
』、
八
、九
頁
。

（
10
） 

テ
ィ
ル
マ
ン
・
ハ
ー
ラ
ン
ダ
ー
（
北
村
昌
史
／
長
尾
唯
／
前
田
充
洋
訳
）「
二
〇

世
紀
後
半
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
住
宅
と
都
市
の
発
展
」、
中
野
隆
生

編
『
二
〇
世
紀
の
都
市
と
住
宅

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
、
二
六
五
頁
以
下
。

（
11
） 

上
記
論
文
で
は
、「
欧
州
史
蹟
保
護
年
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ヨ
ー
ロ
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図１　モダニズムの建築と記念碑

①

②③

④

⑤⑥
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図２　表現主義の建築と記念碑

① ②

③④

⑤

⑥⑦
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図３　高射砲台（ウィーン）

①

②

③

④
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図４　ナチ時代の地下（オーバーザルツブルク、ベルリン）

①

②

③④

⑤⑥

③
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図５　《瓦礫女》（ドレスデン、ベルリン）

②

③

④

⑤⑥

①
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図６　パリの二つの門と記念碑

①②

③④

⑤


